
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
に
関
す
る
研
究
の
動
向

北

村

昌

史

は

じ

め

に

ド
イ
ツ
の
建
築
家
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
B
runo
T
aut︵
一
八
八
〇

一

九
三
八
年
︶
に
関
す
る
国
内
外
の
評
価
の
変
遷
を
整
理
し
︑
現
在
︑
こ
の
建

築
家
に
つ
い
て
国
際
的
に
取
り
組
む
べ
き
課
題
を
導
き
だ
す
の
が
本
稿
の
課

題
で
あ
る
︒
建
築
史
を
専
門
と
し
な
い
筆
者
に
と
っ
て
タ
ウ
ト
を
と
り
あ
げ

る
の
は
以
下
の
三
つ
の
問
題
関
心
か
ら
で
あ
る
︒

第
一
に
︑
筆
者
は
︑
一
九
世
紀
中
葉
以
来
の
ド
イ
ツ
の
住
宅
改
革
運
動
に

つ
い
て
︑
ベ
ル
リ
ン
を
中
心
と
し
て
研
究
を
進
め
︑
二
〇
〇
七
年
に
一
書
を

上
梓
し
た①
︒
一
九
世
紀
中
葉
に
市
民
層
に
意
識
さ
れ
た
労
働
者
の
住
宅
問
題

に
対
応
す
べ
く
︑
住
宅
改
革
運
動
が
展
開
す
る
︒
世
紀
中
葉
に
あ
っ
て
は
︑

市
民
層
と
労
働
者
が
同
じ
建
物
・
地
区
に
住
み
︑
前
者
の
よ
い
影
響
を
後
者

に
あ
た
え
る
︑
と
い
う
発
想
が
説
得
力
を
も
っ
て
い
た
︒
一
八
七
一
年
の
ド

イ
ツ
統
一
前
後
に
は
こ
の
発
想
の
影
響
力
は
失
わ
れ
︑
か
わ
っ
て
都
市
計
画

的
発
想
に
も
と
づ
い
て
諸
社
会
層
の
す
み
分
け
や
郊
外
住
宅
地
に
住
宅
の
解

決
を
求
め
る
よ
う
な
発
想
が
主
流
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
︒

た
だ
︑
こ
う
し
た
発
想
は
︑
帝
政
期
で
は
構
想
に
と
ど
ま
り②
︑
現
実
に
移

さ
れ
て
い
く
の
は
︑
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い③
︒
一

九
二
〇
年
代
ド
イ
ツ
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
︵
住
宅
地
︶
の
発
展
の
背
景
に
は
︑

﹁
社
会
的
住
宅
建
設
﹂
と
総
称
さ
れ
る
住
宅
立
法
の
整
備
︑
一
九
二
四
年
の

家
賃
税
に
よ
る
資
本
の
流
入
︑
公
共
交
通
機
関
︑
上
下
水
道
︑
ガ
ス
︑
電
気

な
ど
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
整
備
と
い
っ
た
要
因
が
想
定
で
き
よ
う
︒
背
景
に

つ
い
て
は
﹁
お
わ
り
に
﹂
で
ま
た
ふ
れ
る
︒
タ
ウ
ト
の
建
築
活
動
は
︑
第
一

次
世
界
大
戦
前
に
は
じ
ま
る
が
︑
そ
の
活
動
の
全
盛
期
は
︑
ベ
ル
リ
ン
の
郊

外
に
一
万
二
千
住
居
を
設
計
し
た
一
九
二
〇
年
代
後
半
で
あ
る
︒
タ
ウ
ト
の

建
築
活
動
を
検
討
す
る
こ
と
は
︑
拙
著
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
な
住
宅
改
革

構
想
の
実
効
性
を
探
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒

第
二
に
︑
近
年
︑
第
一
次
世
界
大
戦
が
︑
政
治
︑
経
済
︑
社
会
︑
文
化
に

ブルーノ・タウトに関する研究の動向（北村）
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あ
た
え
た
影
響
が
多
面
的
に
検
討
さ
れ
て
い
る④
︒
建
築
に
関
し
て
み
る
な
ら
︑

一
九
二
〇
年
代
の
欧
米
に
お
い
て
︑
二
〇
世
紀
の
三
大
建
築
家
と
も
四
大
建

築
家
と
も
称
さ
れ
る
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
︑
ミ
ー
ス
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・

ロ
ー
エ
︑
フ
ラ
ン
ク
・
ロ
イ
ド
・
ラ
イ
ト
︑
そ
し
て
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
グ
ロ
ピ

ウ
ス
に
代
表
さ
れ
る
建
築
上
の
新
し
い
潮
流
が
定
着
し
た
︒
そ
の
新
し
い
潮

流
は
︑
大
戦
前
の
住
宅
建
設
が
レ
ン
ガ
︑
石
︑
木
を
建
材
と
し
て
比
較
的
装

飾
を
施
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
︑
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
用
い
た
︑

合
理
的
・
機
能
的
な
設
計
を
そ
の
主
た
る
特
色
と
す
る
︒
こ
れ
を
﹁
モ
ダ
ニ

ズ
ム
建
築
﹂
と
い
う⑤
︒

タ
ウ
ト
の
建
築
も
そ
う
し
た
潮
流
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒
タ
ウ
ト
は
︑

大
戦
前
に
建
築
家
と
し
て
の
活
動
を
は
じ
め
た
が
︑
当
初
は
田
園
都
市
の
流

れ
を
く
む
コ
ッ
テ
ー
ジ
風
の
建
築
様
式
を
設
計
し
て
い
た
︒
大
戦
前
後
に
は

﹁
表
現
主
義
﹂
の
潮
流
に
乗
る
︒﹁
表
現
主
義
﹂
と
は
︑
自
分
の
心
の
中
で

表
現
し
た
い
こ
と
を
そ
の
ま
ま
表
現
す
る
芸
術
様
式
を
指
す⑥
︒
ヴ
ァ
イ
マ
ル

期
に
は
合
理
的
な
﹁
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
﹂
に
至
る
︒
タ
ウ
ト
建
築
の
変
遷
を

た
ど
る
こ
と
は
第
一
次
世
界
大
戦
前
後
の
ド
イ
ツ
社
会
や
文
化
の
変
化
を
一

人
の
具
体
的
な
建
築
家
か
ら
解
明
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
︒

第
三
に
︑
タ
ウ
ト
は
︑
一
九
三
三
年
に
ナ
チ
ス
政
権
が
成
立
す
る
と
日
本

に
亡
命
し
た
︒
日
本
で
は
建
築
の
仕
事
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
か
っ
た
が
︑
桂

離
宮
や
伊
勢
神
宮
の
評
価
な
ど
独
特
の
日
本
文
化
論
を
展
開
し
た
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
︒
タ
ウ
ト
研
究
は
︑
日
独
の
比
較
文
化
史
・
交
流
史
に
道

を
開
く
も
の
で
あ
る
が
︑
本
稿
で
も
論
じ
る
よ
う
に
︑
日
独
の
軸
よ
り
も
広

い
射
程
を
も
ち
え
る
︒

さ
て
︑
現
時
点
で
は
︑
タ
ウ
ト
を
め
ぐ
っ
て
は
二
つ
の
研
究
動
向
を
描
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
す
な
わ
ち
︑
ド
イ
ツ
本
国
に
お
け
る
研
究
動
向
と
日

本
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
る
︒
現
在
︑
日
本
に
お
け
る
タ
ウ
ト
研
究
も
本
国
の

動
向
を
あ
る
程
度
参
照
し
︑
ま
た
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
タ
ウ
ト
が
日
本
に
お

い
て
出
版
し
た
著
作
の
ド
イ
ツ
語
版
の
翻
刻
が
積
極
的
に
進
め
ら
れ
て
い
る
︒

と
は
い
え
︑
両
国
の
タ
ウ
ト
研
究
は
微
妙
な
接
点
を
も
っ
て
い
る
に
と
ど
ま

り
︑
両
者
は
基
本
的
に
別
個
に
展
開
し
て
き
た
と
い
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
︒

本
稿
で
は
︑
そ
の
う
ち
ま
ず
ド
イ
ツ
に
お
け
る
タ
ウ
ト
研
究
の
動
向
を
概
観

し
︑
次
に
日
本
の
タ
ウ
ト
研
究
の
動
向
を
検
討
し
た
い
︒
二
つ
の
研
究
動
向

の
整
理
を
う
け
て
両
者
を
有
機
的
に
関
連
付
け
て
︑
タ
ウ
ト
を
め
ぐ
っ
て
国

際
的
に
と
り
く
む
べ
き
課
題
を
導
き
出
す
こ
と
に
す
る
︒

こ
こ
で
︑
タ
ウ
ト
が
活
動
し
て
い
た
こ
と
も
あ
る
ソ
連
・
ロ
シ
ア
お
よ
び

ト
ル
コ
に
お
け
る
研
究
に
つ
い
て
︑
簡
単
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
︒
管
見
の
限

り
で
は
︑
ソ
連
・
ロ
シ
ア
に
お
い
て
タ
ウ
ト
に
関
心
を
向
け
た
研
究
は
な
い
︒

こ
れ
は
︑
一
九
三
二
年
か
ら
一
年
間
の
ソ
連
滞
在
中
の
タ
ウ
ト
が
実
質
的
に

仕
事
を
さ
せ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
事
情
を
考
え
る
と
︑
不
自
然
な
状
況
と
は

思
え
な
い
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
一
九
三
六
年
か
ら
亡
く
な
る
一
九
三
八
年
ま
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で
滞
在
し
た
ト
ル
コ
で
は
︑
近
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
タ
ウ
ト
へ
関
心
が
向

け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
ト
ル
コ
に
お
け
る
研
究
に
つ
い
て
は
本
稿

で
も
ふ
れ
る
こ
と
に
す
る
︒

①

拙
著
﹃
ド
イ
ツ
住
宅
改
革
運
動

一
九
世
紀
の
都
市
化
と
市
民
社
会
﹄
京
都

大
学
学
術
出
版
会
︑
二
〇
〇
七
年
︒

②

同
書
第
三
部
参
照
︒
第
二
帝
政
の
都
市
行
政
や
都
市
計
画
に
つ
い
て
は
︑
馬
場

哲
﹃
ド
イ
ツ
都
市
計
画
の
社
会
経
済
史
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
六
年
参
照
︒

③

当
時
の
ド
イ
ツ
の
住
宅
政
策
や
住
宅
建
設
に
つ
い
て
は
︑
後
藤
俊
明
﹃
ド
イ
ツ

住
宅
問
題
の
政
治
社
会
史

ヴ
ァ
イ
マ
ル
社
会
国
家
と
中
間
層
﹄
未
来
社
︑
一

九
九
九
年
︑
永
山
の
ど
か
﹃
ド
イ
ツ
住
宅
問
題
の
社
会
経
済
史
的
研
究

福
祉

国
家
と
非
営
利
住
宅
建
設
﹄
日
本
経
済
評
論
社
︑
二
〇
一
二
年
︑
B
rian
Ladd,

T
he
ghosts
of
B
erlin.
C
onfronting
G
erm
an
history
in
the
urban

landscape,
C
hicago
1997,
ch.
3;
V
ier
B
erliner
Siedlungen
der

W
eim
arer
R
epublik.
B
ritz,
O
nkel
T
om
s
H
ütte,
Siem
ensstadt,
W
eiß
e

Stadt.
E
ine
A
usstellung
vom
24.
10.
1984-7.
1.
1985
im
B
auhaus-

A
rchiv,
M
useum
für
G
estaltung,
B
erlin
1987
な
ど
参
照
︒

④

第
一
次
世
界
大
戦
に
関
す
る
研
究
が
︑
開
戦
百
周
年
の
二
〇
一
四
年
前
後
に
盛

り
上
が
り
を
見
せ
た
が
︑
そ
う
し
た
研
究
動
向
に
つ
い
て
は
︑
た
と
え
ば
︑
小
関

隆
﹁
第
一
次
世
界
大
戦
研
究
の
現
段
階

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
の
共
同

研
究
を
中
心
に
﹂﹃
西
洋
史
学
﹄
二
四
五
︑
二
〇
一
二
年
お
よ
び
橋
本
伸
也
﹁﹃
現

代
の
起
点

第
一
次
世
界
大
戦
﹄︵
全
四
巻
︶
と
第
一
次
世
界
大
戦
研
究
の
到
達
﹂

﹃
西
洋
史
学
﹄
二
五
六
︑
二
〇
一
四
年
参
照
︒

⑤

モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
に
つ
い
て
は
︑
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ラ
ン
デ
ル
-
ジ
ョ
ー
ン
ズ

﹃
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築

そ
の
多
様
な
冒
険
と
創
造
﹄︵
中
村
敏
男
訳
︶
風
土
社
︑

二
〇
〇
六
年
参
照
︒

⑥

表
現
主
義
は
美
術
︑
文
学
︑
建
築
な
ど
複
数
の
領
域
に
ま
た
が
る
芸
術
の
動
き

で
あ
る
が
︑
さ
し
あ
た
っ
て
︑
土
肥
美
夫
﹃
ド
イ
ツ
表
現
主
義
の
芸
術
﹄
岩
波
書

店
︑
一
九
九
一
年
参
照
︒

一

ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の
生
涯

こ
こ
で
タ
ウ
ト
の
生
涯①
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
こ
う
︒

タ
ウ
ト
は
︑
一
八
八
〇
年
に
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
で
生
ま
れ
た
︒
ギ
ム
ナ

ジ
ウ
ム
修
了
後
︑
ま
ず
故
郷
で
建
築
家
と
し
て
の
修
業
を
し
︑
そ
の
後
シ
ュ

ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
や
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
の
修
業
を
経
て
︑
一
九
〇
八
年
に
ベ
ル

リ
ン
で
タ
ウ
ト
・
ホ
フ
マ
ン
建
築
事
務
所
を
開
業
す
る
︒
他
の
建
築
家
と
の

共
同
作
業
の
な
か
外
装
だ
け
を
担
当
す
る
仕
事
か
ら
キ
ャ
リ
ア
を
開
始
す
る
︒

実
践
的
な
建
築
家
と
し
て
の
最
初
の
大
き
な
仕
事
は
︑
第
一
次
世
界
大
戦
直

前
に
ベ
ル
リ
ン
南
東
部
に
建
設
さ
れ
た
フ
ァ
ル
ケ
ン
ベ
ル
ク
と
マ
ク
デ
ブ
ル

ク
郊
外
の
レ
フ
ォ
ル
ム
で
あ
ろ
う
︒
両
方
と
も
︑
一
九
世
紀
初
頭
の
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
で
流
行
し
た
田
園
都
市
の
様
式
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒
他
に
大
戦
前
の

タ
ウ
ト
の
活
動
と
し
て
重
要
な
も
の
は
︑
一
九
一
三
年
の
鉄
の
モ
ニ
ュ
メ
ン

ト
と
一
九
一
四
年
の
グ
ラ
ス
ハ
ウ
ス
で
あ
ろ
う
︒
両
者
と
も
︑
博
覧
会
の
た

め
の
一
時
的
な
パ
ヴ
ィ
リ
オ
ン
で
あ
る
が
︑
新
し
い
建
材
の
可
能
性
を
試
し

た
も
の
と
い
え
る
︒

第
一
次
世
界
大
戦
中
は
︑
建
築
家
と
し
て
の
仕
事
は
な
く
︑
そ
の
間
︑
戦

ブルーノ・タウトに関する研究の動向（北村）
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後
に
﹃
ア
ル
プ
ス
建
築
﹄︵
一
九
一
九
年
︶
や
﹃
都
市
の
冠
﹄︵
一
九
一
九

年
︶
な
ど
と
し
て
結
実
す
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
構
想
を
練
る②
︒
戦
前
の
博
覧
会

建
築
や
戦
中
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
構
想
は
︑
当
時
見
ら
れ
た
芸
術
上
の
﹁
表
現

主
義
﹂
的
な
潮
流
が
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
︒
大
戦
後
は
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
の

都
市
建
築
顧
問
官
と
し
て
︑
都
市
計
画
の
責
任
者
と
な
る
︒
こ
の
時
期
の
タ

ウ
ト
は
︑
ド
イ
ツ
全
体
の
経
済
状
況
も
あ
り
︑
十
分
な
成
果
を
あ
げ
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
︒

一
九
二
四
年
に
は
︑
住
宅
設
計
の
原
則
と
し
て
︑
合
理
的
な
部
屋
や
家
具

の
配
置
︑
お
よ
び
そ
こ
で
家
事
を
お
こ
な
う
女
性
の
役
割
を
議
論
の
軸
に
し

た
著
作
﹃
新
し
い
住
宅③
﹄
を
刊
行
す
る
︒
こ
の
著
作
で
展
開
さ
れ
た
原
則
に

基
づ
い
て
自
宅
を
建
設
し
︑
そ
れ
に
つ
い
て
﹃
一
住
居④
﹄︵
一
九
二
七
年
︶

に
ま
と
め
る
︒﹃
新
し
い
住
宅
﹄
刊
行
と
同
じ
一
九
二
四
年
に
は
マ
ク
デ
ブ

ル
ク
の
職
を
辞
し
︑
ベ
ル
リ
ン
に
戻
る
︒
そ
れ
以
降
︑
一
九
二
四
年
に
導
入

さ
れ
た
家
賃
税
に
基
づ
く
資
本
の
流
入
に
よ
る
︑
公
益
的
な
住
宅
建
設
の
隆

盛
の
な
か⑤
︑
広
範
な
社
会
層
の
た
め
の
住
宅
建
設
に
従
事
す
る
︒
一
九
三
〇

年
代
は
じ
め
ま
で
に
か
け
て
一
万
二
千
世
帯
の
た
め
の
住
宅
を
ベ
ル
リ
ン
で

設

計

し

た⑥
︒
こ

の

頃

は

主

に

Ｇ

Ｅ

Ｈ

Ａ

Ｇ
︵
G
em
ein
n
ü
tzig
e

H
eim
stätten-,
Spar-
und
B
au-A
ktiengesellschaft
公
益
的
住
宅
・
貯

蓄
・
建
築
株
式
会
社⑦
︶
の
建
て
る
住
宅
の
た
め
の
設
計
を
お
こ
な
っ
た
︒
当

時
︑
公
益
的
住
宅
建
設
に
よ
る
住
宅
は
ベ
ル
リ
ン
に
お
い
て
一
三
万
世
帯
分

建
設
さ
れ
︑
タ
ウ
ト
は
そ
の
う
ち
一
割
近
く
に
関
わ
っ
た
こ
と
に
な
る⑧
︒
世

界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
馬
蹄
形
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
な
ど
タ
ウ
ト
の
代
表
的

な
住
宅
の
多
く
は
こ
の
時
期
に
建
設
さ
れ
て
い
る
︒
設
計
の
仕
事
で
多
忙
な

中
︑
一
九
二
七
年
に
は
﹃
新
住
宅
建
設
﹄︑
一
九
二
九
年
に
は
英
語
の
﹃
近

代
建
築
﹄
と
そ
の
ド
イ
ツ
語
版
の
﹃
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
新

建
築
﹄
を
刊
行
し
て
い
る⑨
︒

一
九
二
九
年
に
大
恐
慌
が
発
生
す
る
と
住
宅
建
設
の
依
頼
は
減
り
︑
仕
事

を
求
め
て
三
二
年
に
は
モ
ス
ク
ワ
に
活
動
の
場
を
移
す
が
︑
活
動
の
機
会
の

な
い
ま
ま
︑
翌
三
三
年
二
月
に
帰
国
し
た
︒
そ
の
直
前
に
成
立
し
た
ナ
チ
ス

政
権
か
ら
睨
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
タ
ウ
ト
は
︑
日
本
に
亡
命
す

る
︒
日
本
で
は
︑
桂
離
宮
や
伊
勢
神
宮
︑
あ
る
い
は
白
川
郷
の
民
家
の
評
価

な
ど
独
自
の
観
点
か
ら
日
本
文
化
を
評
価
し
た
仕
事
は
注
目
さ
れ
た
︒
日
本

滞
在
中
に
森
儁
郎
訳
で
和
文
の
﹃
ニ
ッ
ポ
ン

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
眼
で
観

た
﹄︵
一
九
三
四
年
︶
や
﹃
日
本
文
化
私
観
﹄︵
一
九
三
六
年
︶︑
そ
し
て
離

日
直
後
に
英
文
の
H
ouses
and
P
eople
of
Japan,T
okyo
1937
が
出
版

さ
れ
︑
ト
ル
コ
に
移
住
後
も
︑
編
纂
も
の
で
あ
る
が
︑
岩
波
新
書
か
ら
篠
田

英
雄
訳
で
﹃
日
本
美
の
再
発
見
﹄︵
一
九
三
九
年
︶
が
出
版
さ
れ
て
い
る
︒

彼
の
最
後
の
著
書
﹃
建
築
芸
術
論
﹄
も
︑
構
想
や
執
筆
は
日
本
滞
在
中
に
は

じ
め
た
も
の
で
あ
る
︒
他
方
︑
熱
海
の
日
向
邸
の
地
下
室
の
内
装
の
改
造
以

外
に
︑
建
築
家
と
し
て
の
仕
事
は
ほ
と
ん
ど
な
く
︑
も
っ
ぱ
ら
仙
台
や
高
崎
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で
工
芸
品
の
製
作
の
指
導
を
お
こ
な
う
︒

三
年
強
の
日
本
滞
在
の
後
︑
三
六
年
の
秋
に
ト
ル
コ
に
移
住
し
︑
公
共
建

築
の
設
計
な
ど
に
従
事
す
る
が
︑
三
八
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
・
イ
ブ
の
日
に
急

死
し
た
︒
死
去
の
前
に
は
タ
ウ
ト
の
建
築
・
都
市
論
の
集
大
成
と
も
い
う
べ

き
﹃
建
築
芸
術
論
﹄
の
原
稿
は
完
成
し
て
お
り
︑
そ
れ
は
ま
ず
一
九
三
八
年

に
ト
ル
コ
語
版
で
︑
戦
後
一
九
四
八
年
に
日
本
語
版
︑
そ
し
て
一
九
七
七
年

に
ド
イ
ツ
語
版
が
出
版
さ
れ
た⑩
︒

章
を
改
め
て
ド
イ
ツ
本
国
に
お
け
る
タ
ウ
ト
の
研
究
史
を
見
て
い
こ
う
︒

①

タ
ウ
ト
の
伝
記
研
究
と
し
て
は

K
urt
Junghanns,
B
runo
T
aut,
1880
-

1938.
A
rchitektur
und
sozialer
G
edanke,3.,
überarbeitete
und
erg.

A
ufl.,
B
erlin
1998;
U
nda
H
örner,
D
ie
A
rchitekten
B
runo
und
M
ax

T
aut.
Zw
ei
B
rüder
--
zw
ei
L
ebensw
ege,B
erlin
2012
が
あ
る
︒
よ
り
簡

便
に
タ
ウ
ト
の
人
生
を
概
観
す
る
に
は
︑﹁
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
年
譜

ブ
ル
ー

ノ
・
タ
ウ
ト
自
身
に
よ
る
一
九
三
六
年
の
履
歴
書
よ
り
﹂﹃
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト

一
八
八
〇

一
九
三
八

N
ature
and
fantasy
﹄
ト
レ
ヴ
ィ
ル
︑
一
九
九
四
年

参
照
︒

②

B
runo
T
aut,A
lpine
A
rchitektur,H
agen
1919;ders.,D
ie
Stadtkrone,

Jena
1919;
ders.,
D
er
W
eltbaum
eister.
A
rchitektur-Schauspiel
für

sym
phonische
M
usik,
H
agen
1919;
ders.,
D
ie
A
uflösung
der
Städte

oder
D
ie
E
rde
eine
gute
W
ohnung
oder
auch.
D
er
W
eg
zur
alpinen

A
rchitektur,
H
agen
1920.

③

D
ers.,
D
ie
neue
W
ohnung.
D
ie
Frau
als
Schöpferin,
Leipzig
1924.

④

D
ers.,
E
in
W
ohnhaus,
Stuttgart
1927.

⑤

家
賃
税
に
つ
い
て
は
︑
後
藤
前
掲
書
お
よ
び
永
山
前
掲
書
参
照
︒

⑥

前
掲
﹁
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
年
譜
﹂︒

⑦

W
olfgang
Schäche
(H
g.),
75
Jahre
G
E
H
A
G
.
1924-1999,
B
erlin

1999.

⑧

H
erbert
Schw
enk,
L
exikon
der
B
erliner
Stadtentw
icklung,
B
erlin

2002,
S.253.

⑨

B
runo
T
aut,B
auen
der
neue
W
ohnbau,Leipzig/
B
erlin
1927;ders.,

M
odern
architecture,
London
1929;
ders.,
D
ie
neue
B
aukunst
in

E
uropa
und
A
m
erika,
Stuttgart
1929.

⑩

ト
ル
コ
語
版

M
im
ari
biligisi,
tercüm
e
eden
A
donan
K
olatan,

Istanbul,
G
üzel
Sanatlar
A
kadem
isi,1938;
日
本
語
版
﹃
建
築
芸
術
論
﹄

︵
篠
田
英
雄
訳
︶︑
岩
波
書
店
︑
一
九
四
八
年
;
ド
イ
ツ
語
版
A
rchitekturlehre.

G
rundlagen,
T
heorie
und
K
ritik,
B
eziehung
zu
den
anderen

K
ünsten
und
zur
G
esellschaft,H
am
burg
1977.
ト
ル
コ
語
版
は
︑
大
阪
市

立
大
学
准
教
授
上
野
雅
由
樹
氏
の
御
好
意
で
入
手
で
き
た
︒

二

ド
イ
ツ
本
国
に
お
け
る
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
研
究
の
動
向

︵
一
︶

忘
れ
ら
れ
た
建
築
家

タ
ウ
ト
は
︑
ベ
ル
リ
ン
で
活
発
な
活
動
を
し
て
い
た
一
九
三
〇
年
代
初
頭

ま
で
は
ド
イ
ツ
本
国
で
も
注
目
を
集
め
て
い
た
が
︑
一
九
三
三
年
に
日
本
に

亡
命
し
て
か
ら
は
︑
忘
れ
ら
れ
た
建
築
家
と
な
る
︒
こ
れ
は
︑
モ
ダ
ニ
ズ
ム

建
築
を
嫌
う
ナ
チ
ス
政
権
の
も
と
で
は
︑
タ
ウ
ト
の
よ
う
な
建
築
家
の
業
績

が
極
度
に
低
く
評
価
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る①
︒
こ
う
し
た
風
潮
の
も
と
で
Ｇ
Ｅ

Ｈ
Ａ
Ｇ
も
︑
労
働
組
合
運
動
の
指
導
者
の
名
前
を
と
っ
た
住
宅
都
市
カ
ー

ブルーノ・タウトに関する研究の動向（北村）
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ル
・
レ
ギ
ー
ン
を
住
宅
都
市
フ
ラ
ン
デ
ル
ン
と
改
名
し
︑
タ
ウ
ト
の
ジ
ー
ド

ル
ン
グ
が
も
っ
て
い
た
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
消
し
去
ろ
う
と
し
た②
︒

一
九
三
八
年
に
亡
く
な
り
︑
帰
国
す
る
こ
と
の
か
な
わ
な
か
っ
た
タ
ウ
ト

は
︑
戦
後
の
ド
イ
ツ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
状
況
に
適
合
し
た
建
築
物
を
設

計
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
ナ
チ
ス
時
代
に
ド
イ
ツ
に
と
ど
ま
り
︑
戦
後

建
築
家
と
し
て
の
活
動
を
再
開
し
た
タ
ウ
ト
の
弟
マ
ッ
ク
ス
や
ハ
ン
ス
・
シ

ャ
ロ
ウ
ン
︑
戦
後
帰
国
し
た
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
や
エ
ル
ン
ス

ト
・
マ
イ
︑
亡
命
先
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
戦
後
も
国
際
的
に
評
価
さ
れ
る

活
動
を
続
け
た
ミ
ー
ス
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ロ
ー
エ
や
グ
ロ
ピ
ウ
ス
の
よ
う

に
︑
実
際
の
建
築
活
動
で
戦
後
復
権
し
た
建
築
家
た
ち
と
は
状
況
が
異
な
る③
︒

戦
後
ド
イ
ツ④
で
建
設
さ
れ
た
集
合
住
宅
も
︑
直
線
的
・
無
機
質
な
も
の
が

多
く
︑
建
物
に
彩
色
を
施
し
た
り
︑
建
物
の
デ
ザ
イ
ン
に
斜
め
の
線
や
曲
線

を
積
極
的
に
と
り
い
れ
た
り
す
る
タ
ウ
ト
の
設
計
の
在
り
方
と
は
一
線
を
画

し
て
い
る
︒
と
く
に
第
二
次
世
界
大
戦
直
後
は
住
宅
の
量
的
充
足
が
急
務
の

課
題
で
あ
り
︑
タ
ウ
ト
の
よ
う
な
設
計
や
施
工
に
微
妙
な
手
間
を
要
求
す
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
建
築
の
在
り
方
は
︑
当
時
︑
う
け
い
れ
ら
れ
る
よ
う
な
も

の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

こ
う
し
て
︑
ド
イ
ツ
本
国
の
建
築
界
や
建
築
史
研
究
に
お
い
て
一
九
三
三

年
に
亡
命
し
て
以
来
タ
ウ
ト
は
ほ
ぼ
忘
れ
去
ら
れ
た
建
築
家
で
あ
っ
た
︒
と

く
に
日
本
や
ト
ル
コ
で
の
活
動
は
紹
介
さ
れ
ず
︑
日
本
滞
在
中
に
発
表
さ
れ

た
日
本
文
化
に
つ
い
て
論
じ
た
書
物
や
﹃
建
築
芸
術
論
﹄
の
ド
イ
ツ
語
版
が

出
版
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
︒
も
し
亡
命
以
降
の
タ
ウ
ト
の
こ
と
を
ド
イ

ツ
人
が
調
べ
よ
う
と
し
て
も
︑
日
本
語
や
ト
ル
コ
語
で
出
版
さ
れ
た
︑
当
時

の
著
作
や
論
文
の
内
容
を
理
解
で
き
る
人
間
は
限
ら
れ
て
い
た
︒

そ
う
し
た
中
で
例
外
で
あ
っ
た
の
が
︑
一
九
一
九
年
か
ら
一
九
二
〇
年
代

初
頭
に
か
け
て
の
︑
芸
術
労
働
評
議
会
に
端
を
発
す
る
タ
ウ
ト
の
一
連
の
活

動
で
あ
ろ
う
︒
芸
術
労
働
評
議
会
と
は
︑
タ
ウ
ト
が
設
立
者
の
一
人
と
な
っ

て
一
九
一
八
年
に
ベ
ル
リ
ン
で
結
成
さ
れ
た
組
織
で
あ
り
︑
ド
イ
ツ
革
命
後

の
労
働
者
と
兵
士
の
評
議
会
運
動
の
盛
り
上
が
り
を
背
景
に
︑
画
家
︑
建
築

家
︑
彫
刻
家
な
ど
の
芸
術
家
に
よ
る
同
種
の
組
織
を
作
ろ
う
と
し
た
も
の
で

あ
る
︒
そ
う
し
た
流
れ
か
ら
タ
ウ
ト
が
中
心
と
な
っ
て
一
二
名
の
建
築
家
や

芸
術
家
の
往
復
書
簡
の
試
み
で
あ
る
﹃
ガ
ラ
ス
の
鎖⑤
﹄︵
一
九
一
九
～
一
九

二
〇
年
︶︑
そ
し
て
そ
れ
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
雑
誌
﹃
�
光⑥
﹄
の
刊
行

︵
一
九
二
〇
～
一
九
二
二
年
︶
が
お
こ
な
わ
れ
た
︒
こ
の
一
連
の
タ
ウ
ト
の

活
動
に
つ
い
て
は
一
九
六
三
年
に
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
︑
そ
の
活
動
が
広
く

紹
介
さ
れ
た⑦
が
︑
こ
れ
は
︑
社
会
主
義
思
想
に
親
近
性
を
も
つ
評
議
会
に
対

す
る
関
心
が
前
面
に
出
た
も
の
と
い
え
る
︒

こ
れ
に
対
し
て
︑
戦
後
建
築
家
と
し
て
ベ
ル
リ
ン
再
建
の
一
端
を
担
い
︑

ベ
ル
リ
ン
美
術
学
校
︵
H
ochschule︶
教
授
と
し
て
後
進
の
育
成
に
も
携

わ
っ
た
弟
の
マ
ッ
ク
ス
・
タ
ウ
ト
は
広
く
ド
イ
ツ
社
会
に
認
知
さ
れ
︑
ほ
ぼ
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同
時
期
の
一
九
六
四
年
に
は
彼
の
活
動
全
体
を
あ
つ
か
う
展
覧
会
が
ベ
ル
リ

ン
で
開
催
さ
れ
た⑧
︒
こ
の
時
点
で
兄
弟
の
扱
わ
れ
方
に
は
雲
泥
の
差
が
あ
っ

た
︒比

較
的
早
く
に
関
心
が
復
活
し
た
第
一
次
世
界
大
戦
直
後
の
タ
ウ
ト
は
︑

第
一
章
で
の
べ
た
よ
う
に
︑﹁
表
現
主
義
﹂
と
称
さ
れ
る
芸
術
の
潮
流
の
中

で
活
動
し
て
い
た
︒﹁
表
現
主
義
﹂
の
動
き
が
建
築
に
結
実
す
る
際
︑
メ
ン

デ
ル
ゾ
ー
ン
設
計
の
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
塔
︵
ポ
ツ
ダ
ム
︶
の
よ
う
に
︑
そ

れ
は
そ
れ
ま
で
の
建
物
の
概
念
を
破
っ
た
よ
う
な
形
態
を
と
る
こ
と
が
多
い⑨
︒

﹁
表
現
主
義
﹂
の
芸
術
家
の
中
で
タ
ウ
ト
に
影
響
を
あ
た
え
た
の
は
︑
シ

ェ
ー
ア
バ
ル
ト
と
い
う
小
説
家
と
い
わ
れ
て
い
る⑩
︒
タ
ウ
ト
は
︑
第
一
次
世

界
大
戦
前
の
博
覧
会
建
築
か
ら
大
戦
中
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
著
作
を
経
て
戦
後

に
至
る
ま
で
表
現
主
義
の
色
彩
の
濃
い
表
現
を
志
向
す
る
︒﹃
ガ
ラ
ス
の
鎖
﹄

や
﹃
�
光
﹄
の
活
動
も
︑
表
現
主
義
的
な
傾
向
を
も
つ
芸
術
家
と
の
活
動
で

あ
る
︒
一
九
六
〇
年
代
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
こ
の
時
期
の
彼
に
関
心
が
集

中
し
た
こ
と
か
ら
︑
タ
ウ
ト
は
﹁
表
現
主
義
﹂
の
建
築
家
と
評
価
さ
れ
る
傾

向
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い⑪
︒
た
し
か
に
︑
色
彩
へ
の
こ
だ
わ
り
や

建
物
の
デ
ザ
イ
ン
に
微
妙
な
ア
ク
セ
ン
ト
を
つ
け
る
の
は
︑
彼
に
一
貫
し
て

み
ら
れ
る
表
現
主
義
的
な
特
徴
と
い
え
る
︒
と
は
い
え
︑
タ
ウ
ト
は
︑
様
々

な
芸
術
・
建
築
の
潮
流
を
た
く
み
に
取
り
入
れ
な
が
ら
︑
柔
軟
に
そ
の
思
考

を
変
化
さ
せ
て
い
る
の
で
︑﹁
表
現
主
義
﹂
と
の
み
位
置
づ
け
る
の
な
ら
︑

そ
れ
は
一
面
的
評
価
で
あ
る
と
い
え
る
︒

︵
二
︶

ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
研
究
の
興
隆

一
九
七
〇
年
代
か
ら
タ
ウ
ト
に
対
し
て
新
た
に
関
心
が
向
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
︒
そ
の
背
景
に
つ
い
て
は
断
定
的
な
こ
と
は
い
え
な
い
が
︑
建
築
の

世
界
に
関
し
て
い
え
ば
︑
こ
の
こ
ろ
か
ら
戦
後
の
建
築
の
主
流
で
あ
っ
た

﹁
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
﹂
か
ら
よ
り
自
由
な
造
形
を
目
指
す
方
向
へ
建
築
思
想

の
流
れ
が
転
換
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う⑫
︒
色
彩
へ
の
こ
だ
わ
り
な
ど

﹁
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
﹂
の
中
で
も
異
彩
を
放
つ
タ
ウ
ト
の
建
築
が
︑
新
た
な

建
築
の
方
向
性
を
考
え
る
手
掛
か
り
と
な
る
と
み
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ

の
時
期
︑
タ
ウ
ト
へ
の
関
心
は
次
の
四
つ
の
点
に
み
ら
れ
る
︒

ま
ず
︑
一
九
七
〇
年
に
建
築
史
家
ク
ル
ト
・
ユ
ン
ク
ハ
ン
ス
に
よ
る
詳
細

な
タ
ウ
ト
の
伝
記
が
公
刊
さ
れ
た⑬
︒
東
ド
イ
ツ
の
研
究
者
で
あ
っ
た
彼
の
タ

ウ
ト
伝
に
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
色
は
な
く
︑
新
た
な
史
料
を
発
掘
し
た
う
え
で

書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
初
版
刊
行
後
︑
日
本
に
お
け
る
タ
ウ
ト
の
情
報
が

追
加
さ
れ
る
な
ど
二
度
に
わ
た
っ
て
改
訂
さ
れ
︑
現
在
で
も
彼
に
関
す
る
伝

記
的
情
報
の
決
定
版
と
い
え
る
︒

次
に
︑
タ
ウ
ト
最
後
の
著
作
で
あ
る
﹃
建
築
芸
術
論
﹄
の
ド
イ
ツ
語
版
が
︑

一
九
七
七
年
に
出
版
さ
れ
た⑭
︒
ド
イ
ツ
に
お
け
る
建
築
活
動
や
思
索
を
土
台

に
︑
日
本
や
ト
ル
コ
に
お
け
る
見
聞
も
ふ
ま
え
︑
タ
ウ
ト
の
建
築
や
都
市
に

ブルーノ・タウトに関する研究の動向（北村）
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関
す
る
思
索
を
集
大
成
し
た
本
書
が
︑
ド
イ
ツ
人
に
も
ア
ク
セ
ス
可
能
と
な

っ
た
︒

第
三
に
︑
馬
蹄
形
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
と
森
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
に
お
い
て
ほ
ぼ

同
時
に
建
築
当
初
の
状
態
に
復
元
す
る
動
き
が
見
ら
れ
た⑮
︒
そ
れ
ま
で
は
︑

建
物
の
改
造
や
塗
装
の
劣
化
が
見
ら
れ
︑
多
く
の
住
居
で
タ
ウ
ト
の
設
計
か

ら
か
な
り
変
化
し
て
い
た
が
︑
建
築
史
家
の
調
査
な
ど
を
ふ
ま
え
︑
地
域
の

行
政
当
局
と
住
民
の
交
渉
の
結
果
︑
建
物
を
︑
タ
ウ
ト
が
設
計
し
た
状
態
に

戻
す
こ
と
が
決
ま
っ
た
︒
付
け
足
さ
れ
て
い
た
構
造
物
の
撤
去
や
タ
ウ
ト
の

指
示
通
り
の
彩
色
が
お
こ
な
わ
れ
︑
そ
の
後
も
そ
の
際
に
決
め
ら
れ
た
原
則

に
よ
り
建
物
は
管
理
さ
れ
て
い
く
︒
こ
こ
で
お
こ
な
わ
れ
た
建
物
の
復
元
の

手
法
は
︑
と
く
に
今
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
進
む
タ
ウ
ト
建
築
復
元
の
お
手
本

と
な
っ
て
い
く⑯
︒
こ
の
二
つ
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
に
︑
ジ
ー
メ
ン
ス
シ
ュ
タ
ッ

ト
と
ヴ
ァ
イ
ス
シ
ュ
タ
ッ
ト
を
加
え
て
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
の
ベ
ル
リ
ン
を
代
表

す
る
四
つ
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
に
関
す
る
展
覧
会
が
一
九
八
四
年
に
開
催
さ
れ

て
い
る⑰
が
︑
こ
れ
は
二
つ
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
の
復
元
の
試
み
を
そ
の
背
景
の

一
つ
と
す
る
︒

最
後
に
︑
一
九
八
〇
年
に
東
ベ
ル
リ
ン
の
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
で
は
じ
め
て

タ
ウ
ト
に
関
す
る
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
展
覧
会
に
よ
り
︑
タ

ウ
ト
と
い
う
忘
れ
ら
れ
た
建
築
家
の
活
動
の
全
体
像
に
よ
う
や
く
多
く⑱
の
人

が
ふ
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
展
覧
会
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
︑

日
本
で
も
武
蔵
野
美
術
大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
て
い
る⑲
︒

と
は
い
え
︑
タ
ウ
ト
に
関
す
る
研
究
が
本
格
的
に
進
展
す
る
よ
う
に
な
る

の
は
一
九
九
〇
年
代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
︒
環
境
問
題
へ
の
関
心

の
高
ま
り⑳
と
と
も
に
︑
自
然
と
の
共
生
を
は
か
っ
た
タ
ウ
ト
の
建
築
を
新
た

な
観
点
か
ら
評
価
し
よ
う
と
し
た
点
も
指
摘
で
き
よ
う
︒
何
よ
り
も
重
要
な

の
は
︑
一
九
八
九
年
の
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
崩
壊
︑
そ
し
て
翌
年
の
東
西
ド
イ

ツ
・
ベ
ル
リ
ン
の
統
一
で
あ
ろ
う
︒
ベ
ル
リ
ン
に
お
け
る
タ
ウ
ト
の
建
築
は

東
西
に
ま
た
が
っ
て
散
在
し
て
お
り
︑
ま
た
彼
の
建
築
物
が
ま
と
ま
っ
て
存

在
し
て
い
る
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
も
東
ド
イ
ツ
に
位
置
し
て
い
た
︒
往
来
が
自
由

に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
︑
東
西
に
散
在
分
断
さ
れ
て
い
た
資
料
が
ま
と
ま
っ

て
利
用
可
能
に
な
り
︑
さ
ら
に
実
地
調
査
が
容
易
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

二
〇
世
紀
の
四
大
建
築
家
と
い
わ
れ
て
い
る
ラ
イ
ト
︑
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ

エ
︑
ミ
ー
ス
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ロ
ー
エ
︑
そ
し
て
グ
ロ
ピ
ウ
ス
と
い
っ
た

傑
出
し
た
建
築
家
に
つ
い
て
の
研
究
は
︑
従
来
か
ら
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た㉑

が
︑
そ
れ
以
外
の
建
築
家
へ
の
関
心
が
一
九
九
〇
年
こ
ろ
か
ら
高
ま
っ
て
い

る㉒
︒
タ
ウ
ト
研
究
の
増
大
も
そ
う
し
た
流
れ
の
一
環
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
し

て
お
こ
う
︒
従
来
は
二
〇
世
紀
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
を
作
り
出
し
た
と
さ
れ

る
建
築
家
へ
関
心
が
む
け
ら
れ
た
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
二
〇
世
紀
の
建
築
の

主
流
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
建
築
家
た
ち
に
も
光
を
あ
て
︑

二
〇
世
紀
の
建
築
の
本
質
を
と
ら
え
な
お
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
タ
ウ
ト
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と
同
時
代
の
建
築
家
で
も
︑
ベ
ル
リ
ン
で
活
躍
し
た
フ
ー
ゴ
・
へ
リ
ン
ク㉓
や

オ
ッ
ト
ー
・
ル
ー
ド
ル
フ
・
ザ
ル
ヴ
ィ
ス
ベ
ル
ク㉔
︑
ツ
ェ
レ
で
タ
ウ
ト
同
様

建
物
に
色
彩
を
施
し
た
ヘ
ス
ラ
ー㉕
と
い
っ
た
建
築
家
へ
の
再
評
価
が
お
こ
な

わ
れ
た
の
も
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
こ
と
で
あ
る
︒

さ
て
︑
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
タ
ウ
ト
研
究
の
一
つ
の
特
徴
は
︑
そ
れ
以

前
の
研
究
が
彼
の
代
表
的
な
業
績
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
の
に
対
し
て
︑

従
来
本
格
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
な
建
築
や
著
作
も
研
究

対
象
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

タ
ウ
ト
の
独
自
性
は
そ
れ
ほ
ど
感
じ
ら
れ
な
い
初
期
の
作
品㉖
や
︑
第
一
次

世
界
大
戦
後
に
建
て
ら
れ
た
︑
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
や
造
園
家
レ

ベ
レ
ヒ
ト
・
ミ
ッ
ゲ
に
協
力
し
た
リ
ン
デ
ン
ホ
ー
フ㉗
と
い
っ
た
︑
彼
の
建
築

の
代
表
例
と
は
い
い
が
た
い
建
物
に
つ
い
て
も
︑
一
次
資
料
の
発
掘
に
基
づ

き
安
定
し
た
情
報
を
提
供
す
る
研
究
が
生
ま
れ
て
い
る
︒

ド
イ
ツ
全
体
の
経
済
状
況
の
悪
化
や
地
元
の
住
民
の
抵
抗
で
十
分
な
成
果

が
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
の
建
築
顧
問
官
と
し
て
の
活
動
に
つ

い
て
も
研
究
が
世
に
問
わ
れ
て
い
る㉘
︒
こ
の
時
期
の
タ
ウ
ト
の
活
動
に
関
す

る
資
料
を
体
系
的
か
つ
網
羅
的
に
収
録
し
た
資
料
集
も
公
刊
さ
れ
る㉙
︒
第
一

次
世
界
大
戦
前
か
ら
一
九
二
〇
年
代
に
か
け
て
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
で
断
続
的
に

建
設
さ
れ
た
田
園
都
市
﹁
レ
フ
ォ
ル
ム
﹂
に
関
す
る
実
証
的
な
研
究
が
出
版

さ
れ
た
︒
レ
フ
ォ
ル
ム
全
体
が
︑
現
在
︑
建
築
当
初
の
姿
に
戻
さ
れ
て
い
る㉚
︒

ベ
ル
リ
ン
に
お
け
る
タ
ウ
ト
建
築
の
集
大
成
と
も
い
う
べ
き
研
究
が
︑
ブ

レ
ン
ネ
ら
に
よ
る
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
あ
る㉛
︒
こ
れ
は
︑
ベ
ル
リ
ン
に
存
在
し

た
タ
ウ
ト
建
築
を
網
羅
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
建
築
当
時
の
基
礎
デ
ー
タ

や
現
状
に
つ
い
て
簡
潔
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
作
業
が
可
能

に
な
る
背
景
に
は
︑
一
九
九
〇
年
代
以
降
進
ん
だ
︑
ベ
ル
リ
ン
に
お
け
る
タ

ウ
ト
建
築
の
修
復
や
建
築
時
点
へ
の
復
帰
の
動
き
が
あ
る
︒
現
在
︑
ベ
ル
リ

ン
に
残
る
タ
ウ
ト
建
築
は
︑
そ
の
多
く
が
構
造
も
彩
色
も
設
計
当
初
の
姿
に

な
っ
て
い
る
︒

﹃
ア
ル
プ
ス
建
築
﹄
や
﹃
新
し
い
住
居
﹄
を
は
じ
め
と
し
て
︑
主
要
な
著

作
の
復
刻
も
お
こ
な
わ
れ
た㉜
︒
こ
の
点
で
と
く
に
注
目
に
値
す
る
の
が
︑
日

本
語
だ
け
で
出
版
さ
れ
て
い
た
タ
ウ
ト
の
日
本
文
化
論
の
代
表
的
な
も
の
の

ド
イ
ツ
語
版
の
刊
行
が
︑
こ
こ
数
年
︑
シ
ュ
パ
イ
デ
ル
教
授
の
手
に
よ
り
進

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う㉝
︒
一
九
三
二
年
か
ら
一
年
だ
け
滞
在
し
た
モ

ス
ク
ワ
に
お
け
る
タ
ウ
ト
の
活
動
に
つ
い
て
の
資
料
集
も
公
刊
さ
れ
て
い
る㉞
︒

ト
ル
コ
に
お
け
る
タ
ウ
ト
の
活
動
に
つ
い
て
も
一
定
の
関
心
が
払
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る㉟
︒

従
来
か
ら
検
討
が
加
え
ら
れ
て
き
た
﹁
表
現
主
義
﹂
と
し
て
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
第
一
次
世
界
大
戦
前
後
の
活
動
︑
さ
ら
に
は
そ
の
時
期
の
彼
に
影
響

を
あ
た
え
た
小
説
家
パ
ウ
ル
・
シ
ェ
ー
ア
バ
ル
ト
と
の
関
係
も
再
検
討
さ
れ

て
い
る㊱
︒
伝
記
研
究
で
は
︑
近
年
ヘ
ル
ナ
ー
に
よ
る
タ
ウ
ト
兄
弟
を
対
比
し

ブルーノ・タウトに関する研究の動向（北村）
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た
も
の
が
出
版
さ
れ
て
お
り
︑
よ
り
簡
便
に
彼
ら
の
人
生
を
辿
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た㊲
︒

こ
う
し
た
動
向
の
中
︑
二
〇
〇
一
年
に
出
版
さ
れ
た
論
文
集
﹃
ブ
ル
ー

ノ
・
タ
ウ
ト

一
八
八
〇

一
九
三
八
年

伝
統
と
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の

間
の
建
築
﹄
は
︑
タ
ウ
ト
研
究
に
か
か
わ
っ
て
き
た
多
く
の
研
究
者
が
参
加

し
︑
初
期
か
ら
最
後
ま
で
タ
ウ
ト
の
活
動
全
体
を
網
羅
し
た
も
の
で
あ
り
︑

今
世
紀
初
頭
の
段
階
の
タ
ウ
ト
研
究
の
到
達
点
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
︒
現

時
点
で
も
研
究
の
土
台
と
す
べ
き
研
究
成
果
で
あ
り
︑
掲
載
さ
れ
て
い
る
論

文
の
み
な
ら
ず
︑
収
録
さ
れ
て
い
る
タ
ウ
ト
に
よ
る
建
築
物
や
著
作
の
リ
ス

ト
も
研
究
の
土
台
と
し
て
の
価
値
を
高
め
て
い
る㊳
︒

以
上
︑
ド
イ
ツ
本
国
で
は
︑
こ
こ
二
〇
年
ほ
ど
で
タ
ウ
ト
に
関
し
て
様
々

な
側
面
が
発
掘
さ
れ
︑
あ
る
い
は
す
で
に
研
究
さ
れ
た
業
績
に
つ
い
て
も
洗

い
直
し
が
進
め
ら
れ
た
︒
現
在
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
タ
ウ
ト
研
究
の
到
達
点

を
整
理
し
て
お
こ
う
︒

ま
ず
︑
ド
イ
ツ
に
お
け
る
活
動
に
つ
い
て
現
存
す
る
資
料
の
発
掘
が
進
み
︑

そ
れ
ら
に
体
系
的
に
研
究
の
手
が
加
え
ら
れ
︑
以
前
よ
り
も
着
実
な
情
報
に

基
づ
い
て
議
論
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
︒
ド
イ
ツ
に
お
け
る
タ
ウ
ト
に

関
し
て
資
料
の
探
求
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
の
が
︑
故
郷
で
あ
る
ケ
ー
ニ

ヒ
ス
ベ
ル
ク
︵
現
在
ロ
シ
ア
領
カ
リ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
︶
時
代
に
関
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
︒

次
に
︑
タ
ウ
ト
の
背
景
に
あ
る
建
築
上
の
潮
流
に
つ
い
て
︑
従
来
﹁
表
現

主
義
﹂
と
い
っ
た
評
価
が
前
面
に
出
て
い
た
が
︑
彼
の
活
動
時
期
全
体
に
つ

い
て
の
情
報
が
充
実
し
て
く
る
に
つ
れ
︑
そ
う
し
た
単
純
な
レ
ッ
テ
ル
貼
り

で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
彼
の
建
築
や
思
想
の
多
様
性
や
柔
軟
性
が
印
象
に
残

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
一
九
二
〇
年
代
後
半
以
降
の
モ
ダ
ニ

ズ
ム
建
築
を
前
面
に
押
し
出
し
た
時
期
に
も
︑
彼
の
建
築
の
中
に
表
現
主
義

や
田
園
都
市
的
な
要
素
が
し
ば
し
ば
顔
を
出
し
て
い
る
︒

最
後
に
︑
近
年
の
タ
ウ
ト
再
評
価
の
動
き
が
︑
彼
の
設
計
し
︑
現
存
す
る

多
く
の
建
物
の
修
復
を
伴
っ
た
こ
と
に
よ
り
︑
建
物
に
込
め
ら
れ
た
彼
の
思

想
・
理
念
・
発
想
へ
の
接
近
を
容
易
に
し
た
と
い
え
る
︒
か
つ
て
の
建
物
の

状
況
が
再
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
︑
実
際
に
建
物
の
修
復
に
従
事
し
た
者
に

と
っ
て
の
み
な
ら
ず
︑
様
々
な
関
心
か
ら
タ
ウ
ト
建
築
を
訪
問
す
る
者
に
と

っ
て
も
︑
タ
ウ
ト
の
建
築
を
具
体
的
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
︒
そ

の
点
︑
ベ
ル
リ
ン
と
マ
ク
デ
グ
ル
ク
の
タ
ウ
ト
住
宅
に
つ
い
て
は
︑
修
復
の

作
業
を
ふ
ま
え
た
書
物
が
出
版
さ
れ
て
い
る
意
義
は
大
き
い
︒

と
は
い
え
︑
建
築
学
・
建
築
史
・
美
術
史
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
近

年
の
タ
ウ
ト
研
究
は
︑
そ
う
し
た
視
角
ゆ
え
の
限
界
を
は
ら
ん
で
お
り
︑
そ

う
し
た
点
の
克
服
が
今
後
の
タ
ウ
ト
研
究
の
課
題
と
い
え
る
︒

ま
ず
︑
近
年
の
研
究
は
タ
ウ
ト
の
設
計
し
た
建
物
や
著
作
そ
の
も
の
に
関

心
を
集
中
さ
せ
て
お
り
︑
彼
の
営
み
を
社
会
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
に
置
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く
よ
う
な
視
点
は
希
薄
で
あ
る
︒
一
九
九
〇
年
代
ま
で
の
都
市
史
研
究
に
お

い
て
は
︑
市
民
や
労
働
者
と
い
っ
た
社
会
階
層
︑
あ
る
い
は
都
市
社
会
内
の

ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
あ
り
方
に
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
た
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
近

年
の
都
市
史
研
究
で
は
︑
建
築
史
と
社
会
史
を
接
合
す
る
よ
う
な
視
点
が
前

面
に
出
て
き
て
い
る㊴
︒
と
こ
ろ
が
︑
タ
ウ
ト
建
築
の
研
究
に
つ
い
て
い
え
ば
︑

た
と
え
ば
︑
従
来
︑
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
住
民
の
生
活
史
や
都
市
空
間
の
中
の

ジ
ー
ド
ル
ン
グ
の
位
置
づ
け
な
ど
は
問
題
と
な
っ
て
い
な
い㊵
︒
個
々
の
ジ
ー

ド
ル
ン
グ
を
と
り
あ
げ
た
研
究
に
つ
い
て
い
え
ば
︑
郷
土
史
的
な
も
の
か
︑

地
域
住
民
に
よ
り
私
家
版
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
よ
う
な
水
準
に
と
ど
ま
る㊶
︒

貴
重
な
情
報
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
︑
当
時
の
ベ
ル
リ
ン
や
ド
イ
ツ
社

会
史
の
広
い
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
と
は
い
い
が
た
い
︒

と
は
い
え
︑
近
年
︑
馬
蹄
形
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
に
つ
い
て
の
ホ
ル
シ
ュ
テ
ン

の
研
究
の
よ
う
に
︑
住
民
の
開
催
し
た
祭
り
を
手
掛
か
り
に
ジ
ー
ド
ル
ン
グ

の
置
か
れ
た
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
確
か
め
る
研
究
も
出
は
じ
め
て
い
る

こ
と
は
指
摘
し
て
お
こ
う㊷
︒
邦
語
だ
が
︑
同
様
の
視
角
の
研
究
を
す
で
に
北

村
が
森
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
に
つ
い
て
お
こ
な
っ
て
い
る㊸
︒
こ
れ
に
と
ど
ま
ら

ず
︑
従
来
研
究
の
対
象
と
な
っ
て
来
た
と
は
い
い
が
た
い
建
築
業
者
に
つ
い

て
︑
タ
ウ
ト
の
建
築
の
み
な
ら
ず
︑
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
建
築
や
ベ
ル
リ
ン
南
西

部
郊
外
の
開
発
に
も
か
か
わ
っ
た
建
築
業
者
ゾ
ン
マ
ー
フ
ェ
ル
ト
に
関
す
る

モ
ノ
グ
ラ
フ
が
刊
行
さ
れ
た㊹
︒
タ
ウ
ト
の
活
動
や
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
建
設
の
社

会
史
的
背
景
を
探
る
手
掛
か
り
が
提
供
さ
れ
つ
つ
あ
る
︒

次
に
︑
近
年
の
研
究
も
タ
ウ
ト
の
建
築
や
思
想
の
な
か
の
一
側
面
に
対
象

を
絞
り
︑
そ
れ
に
関
す
る
資
料
を
極
め
た
タ
イ
プ
の
研
究
が
多
く
︑
断
片
的

な
情
報
が
集
積
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
印
象
は
ぬ
ぐ
え
な
い
︒
現
在
︑
着
実

な
情
報
を
総
合
し
た
新
た
な
タ
ウ
ト
像
が
︑
求
め
ら
れ
て
い
る
︒
そ
う
し
た

成
果
に
基
づ
い
て
タ
ウ
ト
の
活
動
を
建
築
や
芸
術
を
め
ぐ
る
よ
り
大
き
な
流

れ
の
中
に
位
置
づ
け
る
作
業
が
必
要
で
あ
る
︒

と
く
に
タ
ウ
ト
の
抱
い
て
い
た
建
築
思
想
・
都
市
構
想
な
ど
の
分
析
は
︑

確
か
に
個
々
の
著
作
に
つ
い
て
の
検
討
は
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
︑
構
想
の
︑

時
期
を
追
っ
た
展
開
に
つ
い
て
の
分
析
は
十
分
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
と
は
い

い
が
た
い
︒
タ
ウ
ト
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
設
計
だ
け
で
は
な
く
︑
多
く
の

著
作
や
論
文
で
自
分
の
考
え
を
の
べ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
そ
う
し
た
著

作
や
論
文
を
通
じ
て
︑
タ
ウ
ト
が
実
際
の
建
築
活
動
や
社
会
状
況
の
中
で
ど

の
よ
う
に
思
念
を
展
開
し
て
き
た
か
を
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
︒

タ
ウ
ト
は
︑
第
一
次
世
界
大
戦
前
か
ら
一
九
三
〇
年
代
に
か
け
て
の
建
築
の

革
新
の
時
期
の
建
築
家
の
思
想
的
特
性
を
つ
か
む
の
に
有
効
な
の
ぞ
き
穴
と

い
え
る
の
だ
が
︑
そ
う
し
た
点
が
十
分
に
認
識
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
︒

こ
う
し
た
点
が
第
三
の
問
題
点
に
つ
な
が
る
︒
ソ
連
︑
日
本
︑
そ
し
て
ト

ル
コ
に
お
け
る
タ
ウ
ト
の
活
動
は
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
︑
本
国
に
お
け
る
研

究
は
あ
く
ま
で
も
ド
イ
ツ
に
お
け
る
タ
ウ
ト
の
活
動
に
集
中
し
て
い
る
︒
そ

ブルーノ・タウトに関する研究の動向（北村）
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の
際
︑
ド
イ
ツ
本
国
に
残
っ
た
建
築
家
と
異
な
り
︑
ナ
チ
ス
政
権
が
誕
生
し

た
直
後
に
亡
命
し
た
こ
と
に
よ
り
ナ
チ
と
の
何
ら
か
の
関
係
と
い
う
﹁
汚

点
﹂
を
恐
れ
る
こ
と
な
く
︑﹁
古
き
良
き
ド
イ
ツ
﹂
を
求
め
て
タ
ウ
ト
研
究

が
す
す
め
ら
れ
た
と
い
う
側
面
が
指
摘
で
き
よ
う㊺
︒
ド
イ
ツ
で
の
経
験
を
ふ

ま
え
て
︑
異
文
化
に
直
面
し
て
独
自
の
活
動
を
お
こ
な
っ
た
側
面
は
︑
ド
イ

ツ
に
お
け
る
研
究
で
は
い
ま
だ
背
景
に
退
い
た
ま
ま
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
異

文
化
を
ま
た
に
か
け
た
人
物
と
し
て
タ
ウ
ト
を
理
解
す
る
た
め
に
は
︑
建

築
・
都
市
論
の
集
大
成
と
い
え
る
﹃
建
築
芸
術
論
﹄
に
至
る
道
の
り
と
し
て

タ
ウ
ト
の
建
築
論
の
展
開
を
検
討
す
る
こ
と
が
有
効
な
手
が
か
り
を
あ
た
え

て
く
れ
る
︒

こ
の
著
作
に
は
︑
ド
イ
ツ
に
お
け
る
建
築
活
動
や
思
索
と
と
も
に
︑
日
本

に
お
け
る
タ
ウ
ト
の
見
聞
が
強
く
反
映
し
て
い
る
︒﹃
建
築
芸
術
論
﹄
を
集

大
成
と
す
る
タ
ウ
ト
の
思
想
の
展
開
を
的
確
に
理
解
す
る
に
は
︑
日
本
に
お

け
る
タ
ウ
ト
の
活
動
や
著
作
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
こ
こ
で
強
調

し
た
い
︒
最
近
で
こ
そ
状
況
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
が
︑
前
世
紀
末
ま
で
は

日
本
に
お
け
る
タ
ウ
ト
は
日
本
だ
け
で
研
究
さ
れ
て
き
た
︒

章
を
改
め
て
︑
タ
ウ
ト
が
日
本
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
研
究
さ
れ
て
き
た

の
か
を
整
理
し
て
み
た
い
︒

①

た
と
え
ば
︑
ナ
チ
政
権
が
誕
生
す
る
と
︑
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
特
徴
と
い
え
る

陸
屋
根
︵
平
屋
根
︶
へ
の
反
対
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
展
開
し
て
い
る
︒
H
.

M
ühlfeld,
D
as
deutsche
D
ach,
in:
Soziale
B
auw
irtschat,
14,
1934;

V
ersagen
der
F
lachdächer
in
B
erlin,
in:
D
eutsche
B
auhütte,38-4,

1934.
ナ
チ
政
権
下
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
を
め
ぐ
る
力
学
に
つ
い
て
は
拙
稿
﹁
ブ

ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の
集
合
住
宅
﹂
尾
関
幸
編
﹃
ベ
ル
リ
ン

砂
上
の
メ
ト
ロ

ポ
ー
ル
︵
西
洋
近
代
の
都
市
と
芸
術

五
︶﹄
竹
林
舎
︑
二
〇
一
五
年
︑
四
一
九

四
二
〇
頁
参
照
︒

②

D
ie
G
ross-Siedlung,7-7,1936,
S.5.

③

個
々
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
家
の
経
歴
に
つ
い
て
は
︑
ブ
ラ
ン
デ
ル

ジ
ョ
ー
ン

ズ
前
掲
書
参
照
︒

④

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
西
ド
イ
ツ
の
住
宅
政
策
・
建
設
に
つ
い
て
は
︑
テ
ィ
ル

マ
ン
・
ハ
ー
ラ
ン
ダ
ー
﹁
二
〇
世
紀
後
半
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
︵
西
ド
イ
ツ
︶
に

お
け
る
住
宅
と
都
市
の
発
展
﹂︵
北
村
昌
史
・
長
尾
唯
・
前
田
充
洋
共
訳
︶︑
中
野

隆
生
編
﹃
二
〇
世
紀
の
都
市
と
住
宅

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
﹄
山
川
出
版
社
︑

二
〇
一
五
年
参
照
︒

⑤

Iain
B
oyd
W
hyte
und
R
om
ana
Schneider
(H
g.),D
ie
gläserne
K
ette.

(E
ine
expressionistische
K
orrespondenz
über
die
A
rchitektur
der

Zukunft).
B
riefe
von
B
runo
T
aut
und
H
erm
ann
Finsterlin,
H
ans

und
W
assili
L
uckhardt,
W
enzel
A
ugust
H
ablik
und
H
ans
Scharoun,

O
tto
G
röne,
H
ans
H
ansen,
P
aul
G
oesch
und
A
lfred
B
rust,
Stuttgart

1996.

⑥

B
runo
T
aut,
Frühlicht.
E
ine
Folge
für
die
V
erw
irklichung
des

neuen
B
augedankens.4
H
efte
in
F
aksim
ile-A
usgabe
(H
erbst
1921,

W
inter
1921/22,
F
rühling
1922,
Som
m
er
1922),
B
erlin
2000.

⑦

D
ie
gläserne
K
ette.
V
isionäre
A
rchitekten
aus
dem
K
reis
um

B
runo
T
aut
1919-1920
(A
usstellungskatalog),
B
erlin
1963.

⑧

M
ax
T
aut.
A
usstellung
in
der
A
kadem
ie
der
K
ünste
vom
19.
Juli

bis
zum
9.
A
ugust
1964,
B
erlin
1964.

78 (438)



⑨

表
現
主
義
の
建
築
に
つ
い
て
は
︑
山
口
廣
﹃
ド
イ
ツ
表
現
派
の
建
築

近
代

建
築
の
異
端
と
正
統
﹄
井
上
書
院
︵
新
装
第
二
版
︶
一
九
八
八
年
参
照
︒
タ
ウ
ト

の
表
現
主
義
建
築
の
構
想
に
形
が
あ
た
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
︑
ブ
レ
ー
メ
ン
郊

外
ヴ
ォ
ル
プ
ス
ヴ
ェ
ー
デ
の
ケ
ー
ゼ
グ
ロ
ッ
ケ
が
あ
る
︒

⑩

Leo
Ikelaa
(H
g.),P
aul
Scheerbart
und
B
runo
T
aut.
Zur
G
eschichte

einer
B
ekanntschaft.
Scheerbarts
B
riefe
der
Jahre
1913-1914
an

G
ottfried
H
einersdorff,
B
runo
T
aut
und
H
erw
art,
W
alden,

Paderborn
1996.

⑪

W
hyte
und
Schneider
(H
g.),a.
a.
O
.;T
aut,Frühlicht;Ikelaar
(H
g.),

a.
a.
O
.
山
口
前
掲
書
も
表
現
主
義
時
代
の
タ
ウ
ト
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
︒

⑫

松
隈
洋
﹃
近
代
建
築
を
記
憶
す
る
﹄
建
築
資
料
研
究
社
︑
二
〇
〇
五
年
︑
一
〇

一
一
頁
︒

⑬

Junghanns,
a.
a.
O
.

⑭

B
runo
T
aut,
A
rchitekturlehre.

⑮

馬
蹄
形
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
の
復
元
に
つ
い
て
は

H
ufeisensiedlung
B
ritz

1926-1980.
E
in
alternative
Siedlungsbau
der
20er
Jahe
als

Studienobjekt,
B
erlin
1980︑
森
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
の
復
元
に
つ
い
て
は

H
elge
Pitz-W
infried
B
renne,
B
ezirk
Zehlendorf.
Siedlung
O
nkel

T
om
,
E
infam
ilienhäuser
1929.
A
rchitekt
B
runo
T
aut,
B
erlin
1980

参
照
︒

⑯

タ
ウ
ト
建
築
の
修
復
状
況
に
つ
い
て
は
︑
D
eutscher
W
erkbund
B
erlin
e.

V
.(H
g.),
B
runo
T
aut.
M
eister
des
farbigen
B
auens
in
B
erlin,
B
erlin

2005参
照
︒

⑰

V
ier
B
erliner
Siedlungen
der
W
eim
arer
R
epublik.

⑱

B
runo
T
aut
:
1880
-1938,
A
usstellung
der
A
kadem
ie
der
K
ünste

vom
29.
Juni
-
3.
A
ugust
1980,1.
A
uflage,
B
erlin
1980.

⑲

﹃
建
築
家
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の
す
べ
て

日
本
美
の
再
発
見
者

B
runo

T
aut
1880-1938﹄
武
蔵
野
美
術
大
学
︑
一
九
八
四
年
︒

⑳

環
境
史
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
︑
フ
ラ
ン
ク
・
ユ
ー
ケ
ッ
タ
﹃
ド
イ
ツ

環
境
史

エ
コ
ロ
ジ
ー
時
代
へ
の
途
上
へ
﹄︵
服
部
伸
・
藤
原
辰
史
・
佐
藤
温

子
・
岡
内
一
樹
訳
︶︑
昭
和
堂
︑
二
〇
一
四
年
参
照
︒

㉑

四
大
建
築
家
の
邦
語
の
伝
記
を
各
一
冊
あ
げ
る
と
︑
大
久
保
美
春
﹃
フ
ラ
ン

ク
・
ロ
イ
ド
・
ラ
イ
ト

建
築
は
自
然
へ
の
捧
げ
物
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二

〇
〇
八
年
︑
フ
ラ
ン
ツ
・
シ
ュ
ル
ツ
﹃
評
伝
ミ
ー
ス
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ロ
ー

エ
﹄︵
澤
村
明
訳
︶︑
鹿
島
出
版
会
︑
二
〇
〇
六
年
︑
安
藤
忠
雄
﹃
ル
・
コ
ル
ビ
ュ

ジ
エ
の
勇
気
あ
る
住
宅
﹄
新
潮
社
︑
二
〇
〇
四
年
︑
蔵
田
周
忠
﹃
グ
ロ
ピ
ウ
ス
﹄

彰
国
社
︑
一
九
五
三
年
が
あ
り
︑
彼
ら
に
関
す
る
研
究
は
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
汗

牛
充
棟
の
観
が
あ
る
︒

㉒

拙
稿
﹁
近
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
都
市
と
住
宅
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
西
洋
史

学
﹄
二
五
三
︑
二
〇
一
四
年
︑
五
六

五
七
頁
参
照
︒

㉓

M
atthias
Schirren,
H
ugo
H
äring.
A
rchitekt
des
neuen
B
auens

1882-1958,
O
stfildern-R
uit
2001;
P
eter
B
lundell
Jones,
H
ugo

H
äring.
T
he
organic
versus
the
geom
etric,
Stuttgart/London
1999.

㉔

O
.
R
.
Salvisberg
die
andere
M
oderne,
W
erkkatalog
und

B
iographie
von
C
laude
Lichtenstein,
Zürich
1995.

㉕

D
ietrich
K
latt,
Sim
one
O
elker,
A
rchitekturen
zu
B
auten
von
O
tto

H
aesler
in
C
elle,
C
elle
2000.

㉖

B
rigitte
R
enate
V
era
Lam
berts,
D
as
Frühw
erk
von
B
runo
T
aut

(1900
-1914)
unter
besonderer
B
erücksichtigung
seiner
B
erliner

A
rbeiten.
A
rch
itektu
r
zw
isch
en
T
rad
ition
u
n
d
M
od
ern
e,

Inauguraldissertation
zur
E
rlangung
der
D
oktorw
ürde,
B
onn
1994.

㉗

C
laudia
Zim
m
erm
ann,
D
ie
Siedlung
L
indenhof
als
Im
puls
für

sozialen
Siedlungsbau
in
B
erlin,
D
issertation,
B
erlin
1993.

㉘

H
anns
H
.
F
.
Schm
idt,
B
runo
T
aut
in
M
agdeburg
C
arl
K
rayl.

ブルーノ・タウトに関する研究の動向（北村）
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B
eiträge
zur
A
rchitekturgeschichte
M
agdeburgs
zw
ischen
1912
und

1933,
M
agdeburg
1987;
O
laf
G
isbertz,
B
runo
T
aut
und
Johannes

G
öderitz
in
M
agdeburg.
A
rchitektur
und
Städtebau
in
der
W
eim
arer

R
epublik,B
erlin
2000;Joachim
K
olb,B
runo
T
aut
als
Stadtbaurat
in

M
agdeburg
und
das
farbige
B
auen,
M
ünchen
2009.

㉙

B
runo
T
aut.2
B
ände.H
rsg.vom
Stadtplanungsam
t
M
agdeburg.1.

B
an
d:
A
n
n
eg
ret
N
ip
p
a,
B
ru
n
o
T
au
t
in
M
agd
ebu
rg.
E
in
e

D
okum
entation.
P
rojekte
-
T
exte
-
M
itarbeiter;2.
B
and:
Sym
posium

B
runo
T
aut.
W
erk
und
L
ebensstadien.
W
ürdigung
und
kritische

B
etrachtung,
M
agdeburg
1995.

㉚

W
infried
B
renne,
V
iola
B
eil,
T
hom
as
K
rayl,
G
artenstadt-K
olonie

R
eform
,
M
agdeburg
1995.

㉛

D
eutscher
W
erkbund
B
erlin
e.V
.(H
g.),a.
a.
O
.
他
に
も
︑
タ
ウ
ト
建

築
の
内
装
を
と
く
に
と
り
あ
げ
た
研
究
書
も
出
て
い
る
︒
B
ettina
Zöller-

Stock,
B
ru
n
o
T
au
t.
D
ie
In
n
en
rau
m
en
tw
ü
rfe
d
es
B
erlin
er

A
rchitekten,
Stuttgart
1993.

㉜

B
runo
T
aut,
A
lpine
A
rchitektur.
E
ine
U
topie
=
A
utopia,

M
ünchen
2004;
ders.,
D
er
W
eltbaum
eister.
A
rchitektur-Schauspiel

für
sym
phonische
M
usik,
neu
herausgegeben
und
m
it
einem

N
achw
ort
zur
N
euausgabe
von
M
anfred
Speidel,
B
erlin
1999;
ders.,

D
ie
Stadtkrone,m
it
einem
N
achw
ort
zur
N
euausgabe
von
M
anfred

Speidel,
B
erlin
2002;
ders.,
D
ie
neue
W
ohnung.
D
ie
F
rau
als

Schöpferin,B
erlin
2001;ders.,E
in
W
ohnhaus.
M
it
104
Fotos
und
72

Z
eich
n
u
n
gen,

ein
er

F
arbau
fn
ah
m
e

u
n
d

ein
er

Farbenzusam
m
enstellung,m
it
einem
N
achw
ort
zur
N
euausgabe
von

R
oland
Jaeger,
B
erlin
1995.
タ
ウ
ト
の
著
作
の
英
語
版
︑
フ
ラ
ン
ス
語
版
︑

ス
ペ
イ
ン
語
版
も
刊
行
さ
れ
︑
彼
に
対
す
る
関
心
が
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
レ
ベ
ル
で
広

が
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
D
ennis
Sharp
(ed.),G
lass
architecture,

by
P
aul
Scheerbart,
translated
by
Jam
es
P
alm
es
and
A
lpine

architecture,
by
B
runo
T
aut,
translated
by
Shirley
Palm
er,
N
ew

Y
ork
1972;
B
runo
T
aut,
T
he
C
ity
C
row
n,
translated
by
M
atthew

M
indrup
and
U
lrike
A
ltenm
üller-Lew
is,R
outledge
2015;B
runo
T
aut,

U
ne
couronne
pour
la
ville.
D
ie
Stadtkrone.A
vec
des
contributions

de
P
aul
Scheerbart,
E
rich
B
aron,
A
dolph
B
ehne.
T
raduit
de

l̓allem
and
par
R
uth
et
G
uy
B
allange
et
D
aniel
W
ieczorek.

Introduction
de
G
uy
B
allangé
et
B
ernard
M
arrey,
Paris,
Linteau,

2004;
B
runo
T
aut,
A
rchitecture
alpine.
E
n
cinq
parties
et
trente

dessins.T
raduit
de
l̓allem
and
par
D
anielW
ieczorek.Introduction
de

Jean-Louis
C
ohen,
Paris,
le
Linteau,
2005;
B
runo
T
aut,
A
lpina

A
rquitectura,
C
írculo
D
e
B
ellas
A
rtes
2011.

㉝
﹃
ニ
ッ
ポ
ン

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
目
で
見
た
﹄
は
︑
B
runo
T
aut,
N
ippon

m
it
europäischen
A
ugen
gesehen.geschrieben
Juni-Juli
1933,heraus-

gegeben,m
it
einem
N
achw
ort
und
m
it
E
rläuterungen
versehen
von

M
anfred
Speidel,
B
erlin
2009︑﹃
日
本
文
化
私
観
﹄
は
︑
ders.,
Japans

K
unst
m
it
europäischen
A
ugen
gesehen,
herausgegeben,
m
it
einem

N
achw
ort
und
E
rläuterungen
versehen
von
M
anfred
Speidel,B
erlin

2011︑
H
ouses
and
P
eople
of
Japan
は
︑
ders.,
D
as
japanische
H
aus

und
sein
L
eben,herausgegeben
von
M
anfred
Speidel.4.A
ufl.,B
erlin

2005と
し
て
刊
行
さ
れ
た
︒
タ
ウ
ト
の
日
記
も
︑
B
runo
T
aut
in
Japan.
D
as

T
agebuch,
herausgegeben
und
m
it
einem
V
orw
ort
versehen
von

M
anfred
Speidel,
1.
B
d.:
1933,
2.
B
d.:
1934,
3.
B
d.:
1935-36,
B
erlin

2013-2016
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
︒
日
本
で
の
エ
ッ
セ
イ
な
ど
を
ま
と
め
た
︑

ders.,
Ich
liebe
die
japanische
K
ultur.
K
leine
Schriften
über
Japan,

herausgegeben
und
m
it
einer
E
inleitung
versehen
von
M
anfred
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Speidel,2.
A
ufl.,
B
erlin
2004
が
あ
る
︒

㉞

D
ers.,
M
oskauer
B
riefe
1932
-1933.
Schönheit,
Sachlichkeit
und

Sozialism
us,
B
erlin
2007.

㉟

ト
ル
コ
で
の
研
究
だ
が
︑
ト
ル
コ
語
︑
ド
イ
ツ
語
︑
そ
し
て
英
語
で
併
記
さ
れ

て
い
る
A
tatürk
için
dü
şünm
ek
:
iki
eser:
K
atafalk
ve
A
nıtkabir
:
iki

m
im
ar:
B
runo
T
aut
ve
E
m
in
O
nat
=
Für
A
tatürk
gedacht
=

T
hinking
for
A
tatürk,
İstanbul
1998
が
あ
り
︑
タ
ウ
ト
の
小
文
を
集
め
た

B
runo
T
aut,
E
x
O
riente
lux.
D
ie
W
irklichkeit
einer
Idee.
E
ine

Sam
m
lung
von
Schriften
1904
-1938,
herausgegeben
von
M
anfred

Speidel,
B
erlin
2007に
も
ト
ル
コ
時
代
の
文
章
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒

㊱

Ikelaar
(H
g.),
a.
a.
O
.;
M
anfred
Speidel,
K
arl
K
egler,
Peter

R
itterbach,
W
ege
zu
einer
neuen
B
aukunst,
B
runo
T
aut
‘Frühlicht’,

B
erlin
2000;
R
alph
M
usielski,
B
au-G
espräche.
A
rchitekturvisionen

von
P
aul
Scheerbart,
B
runo
T
aut
und
der
“G
läsernen
K
ette”,B
erlin

2003.

㊲

H
örner,
a.
a.
O
.

㊳

W
infried
N
erdinger
...
[et
al.
]
(H
g.).
B
runo
T
aut,
1880
-1938.

A
rchitekt
zw
ischen
T
radition
und
A
vantgarde,
Stuttgart
2001.

㊴

前
掲
拙
稿
﹁
近
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
都
市
と
住
宅
を
め
ぐ
っ
て
﹂
参
照
︒

㊵

拙
稿
﹁
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
と
ベ
ル
リ
ン
の
住
環
境

一
九
二
〇
年
代
後
半

の
ジ
ー
ド
ル
ン
ク
建
設
を
中
心
に
﹂﹃
史
林
﹄
九
二

一
︑
二
〇
〇
九
年
に
お
い

て
︑
タ
ウ
ト
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
の
都
市
空
間
内
で
の
位
置
づ
け
を
試
み
て
い
る
︒

㊶

C
ornelia
D
annenberg,
Zehlendorfer
A
nsichten,
N
r.
1,
D
ie
O
nkel-

T
om
-Siedlung,
herausgegeben
von
B
ezirksam
t
Zehlendorf,
B
erlin

1989;
M
anuela
G
oos
und
H
eyde
B
rigitte,
E
ichkam
p.
E
ine
Siedlung

am
R
ande
m
itten
in
B
erlin,Siedlerverein
E
ichkam
p
e.V
.1999;B
en

B
uschfeld,
B
runo
T
auts
H
ufeisensiedlung.
U
N
E
SC
O
-W
elterbe-

Siedlung
der
B
erliner
M
oderne,
N
icolai
2015;
K
atja
Sengelm
ann,

M
artin
Z
ellerhoff,
B
ru
n
o
T
au
t.
W
ald
sied
lu
n
g,
V
erlag
des

B
iographiezentrum
s
2016;
Lutz
H
euer,
Siedlers
Freud,
Siedlers

L
eid.
D
ie
von
B
runo
T
aut
projektierte
Siedlung‚L
ichtenberger

G
arten
h
eim
‘
in
B
erlin-M
ah
lsd
orf
1
9
2
0
bis
1
9
7
9
/8
0,
trafo

W
issenschaftsverlag
2009.

㊷

H
enning
H
olsten,
N
eues
B
auen
-
N
eues
W
ohnen
-
N
eue
F
este.

V
ision
und
W
irklichkeit
urbaner
G
em
einschaftsrituale
am
B
eispiel

der
H
ufeisensiedlung
in
B
erlin-B
ritz,
in:
P
aul
N
olte
(H
g.),
D
ie

V
ergnügungskultur
der
G
rossstadt.
O
rte,
Inszenierungen,
N
etzw
erke

(1880-1930),
K
öln
2016.

㊸

拙
稿
﹁
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
の
社
会
史

﹃
森
の
ジ
ー
ド

ル
ン
グ
﹄
を
手
掛
か
り
と
し
て
﹂
中
野
編
前
掲
書
︒

㊹

C
elina
K
ress,A
dolf
Som
m
erfeld-A
ndrew
Som
m
erfield.
B
auen
für

B
erlin
1910
-1970,
B
erlin
2011.

㊺

こ
の
点
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
﹁
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の
集
合
住
宅
﹂
四
二
三

頁
参
照
︒

三

日
本
に
お
け
る
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
研
究
の
動
向
︵
一
︶

﹁
日
本
文
化
の
再
発
見
者
﹂
と
し
て

ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
が
日
本
に
は
じ
め
て
紹
介
さ
れ
た
の
が
い
つ
の
こ
と

か
は
定
か
で
は
な
い①
が
︑
一
九
二
〇
年
代
後
半
に
タ
ウ
ト
が
ベ
ル
リ
ン
で

ジ
ー
ド
ル
ン
グ
建
設
に
従
事
し
て
い
た
時
期
に
は
日
本
に
お
い
て
も
彼
の
活

動
は
︑
す
で
に
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
︒
一
九
二
七
年
に
当
時
の
﹁
モ
ダ
ニ

ズ
ム
建
築
﹂
を
日
本
に
導
入
す
べ
く
︑
建
築
家
上
野
伊
三
郎
を
中
心
に
京
都

ブルーノ・タウトに関する研究の動向（北村）
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で
日
本
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
建
築
会
が
結
成
さ
れ
る
︒
一
九
三
〇
年
の
段

階
で
一
八
七
名
の
会
員
数
を
誇
っ
た
こ
の
団
体
に
は
︑
ド
イ
ツ
系
の
モ
ダ
ニ

ズ
ム
建
築
家
を
中
心
に
外
国
人
の
メ
ン
バ
ー
も
名
前
を
連
ね
る
︒
そ
の
中
に

は
︑
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
グ
ロ
ピ
ウ
ス
な
ど
と
な
ら
び
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の
名

も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
縁
か
ら
タ
ウ
ト
が
︑
最
初
の
亡
命
先
と

し
て
日
本
に
到
来
す
る
こ
と
に
な
る②
︒

亡
命
前
に
書
か
れ
た
タ
ウ
ト
に
関
す
る
研
究
の
中
で
特
筆
に
値
す
る
の
は
︑

一
九
三
二
年
に
出
版
さ
れ
た
︑
建
築
家
・
建
築
史
家
蔵
田
周
忠
に
よ
る
﹃
歐

州
都
市
の
近
代
相③
﹄
で
あ
ろ
う
︒
本
書
は
︑
一
九
三
〇
年
前
後
の
一
年
数
ヶ

月
間
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
滞
在
の
見
聞
を
ふ
ま
え
︑
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
見
ら

れ
た
新
し
い
建
築
の
動
向
全
般
を
概
観
し
た
も
の
で
あ
る
︒
タ
ウ
ト
の
ジ
ー

ド
ル
ン
グ
に
関
し
て
も
︑
彼
の
代
表
的
な
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
の
一
つ
で
あ
る

﹁
森
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
﹂
に
実
際
に
居
住
し
︑
そ
の
経
験
と
同
時
代
の
新
し

い
傾
向
に
つ
い
て
の
知
見
を
ふ
ま
え
て
︑
タ
ウ
ト
の
代
表
的
仕
事
に
つ
い
て

バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
概
観
を
お
こ
な
っ
て
い
る
︒
蔵
田
が
一
九
四
二
年
に
出

版
し
た
伝
記
﹃
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト④
﹄
は
︑
小
著
な
が
ら
︑
タ
ウ
ト
の
本
領

が
発
揮
さ
れ
て
い
た
ド
イ
ツ
で
の
活
動
を
簡
潔
︑
か
つ
的
確
に
整
理
し
た
上

で
彼
の
生
涯
が
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
現
在
で
も
日
本
語
で
書
か
れ
た
タ

ウ
ト
伝
と
し
て
は
も
っ
と
も
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒

七
〇
年
前
に
書
か
れ
た
書
籍
が
現
在
で
も
生
命
力
を
も
ち
え
て
い
る
の
は
︑

そ
の
後
の
日
本
に
お
け
る
タ
ウ
ト
研
究
に
強
力
な
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
い

る
た
め
で
あ
る
︒
い
う
ま
で
も
な
く
︑
一
九
三
三
年
の
タ
ウ
ト
の
日
本
へ
の

亡
命
と
日
本
文
化
を
め
ぐ
る
著
作
活
動
で
あ
る
︒
日
本
滞
在
中
建
築
家
と
し

て
の
仕
事
を
ほ
と
ん
ど
で
き
な
か
っ
た
タ
ウ
ト
は
︑
第
一
章
で
も
の
べ
た
よ

う
に
︑
日
本
文
化
に
つ
い
て
多
く
の
文
章
を
残
し
て
い
る
︒

そ
う
し
た
文
章
の
中
で
︑
桂
離
宮
や
伊
勢
神
宮
を
日
本
文
化
の
代
表
と
し

て
称
揚
し
︑
白
川
郷
や
佐
渡
や
秋
田
の
農
家
の
構
造
を
そ
の
機
能
性
ゆ
え
に

高
く
評
価
し
︑
他
方
︑
従
来
評
価
の
高
か
っ
た
日
光
東
照
宮
を
﹁
い
か
も

の
﹂
と
し
て
強
く
批
判
し
て
い
る
︒﹁
い
か
も
の
﹂
と
は
︑
タ
ウ
ト
が
批
判

的
に
捉
え
る
建
物
に
は
っ
た
レ
ッ
テ
ル
で
あ
る
︒
短
期
間
の
滞
在
な
が
ら
︑

自
分
の
観
察
を
的
確
に
表
現
し
て
い
く
タ
ウ
ト
の
日
本
文
化
論
は
︑
当
時
か

ら
大
き
な
反
響
を
え
る
︒﹃
日
本
美
の
再
発
見
﹄
は
︑
一
九
六
二
年
ま
で
に

一
九
刷
り
に
お
よ
び
︑
そ
の
時
に
改
訳
が
な
さ
れ
た
の
ち
現
在
ま
で
八
刷
り

と
︑
着
実
に
読
み
継
が
れ
て
き
た
︒

小
説
家
坂
口
安
吾
が
一
九
四
二
年
に
﹃
現
代
文
学
﹄
に
﹁
日
本
文
化
私

観⑤
﹂
を
発
表
し
て
︑
タ
ウ
ト
の
議
論
に
﹁
か
み
つ
い
て
﹂
い
る
こ
と
か
ら
見

て
も
︑
タ
ウ
ト
の
日
本
文
化
論
が
当
時
大
き
な
反
響
を
え
て
い
た
様
子
が
う

か
が
え
る
︒
坂
口
は
︑
タ
ウ
ト
が
﹁
日
本
中
で
最
悪
の
都
会
﹂︵
篠
田
訳
・

坂
口
は
﹁
日
本
に
お
け
る
最
も
俗
悪
な
都
市⑥
﹂︶
と
す
る
新
潟
出
身
で
あ
り
︑

タ
ウ
ト
﹁
の
蔑
み
嫌
う
と
こ
ろ
の
上
野
か
ら
銀
座
へ
の
街
︑
ネ
オ
ン
サ
イ
ン
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を
僕
は
愛
す
﹂︒
他
方
桂
離
宮
な
ど
タ
ウ
ト
が
称
賛
す
る
も
の
な
ど
見
た
こ

と
が
な
い
と
い
う
︒
そ
れ
で
も
日
本
文
化
は
了
解
し
て
い
る
と
す
る
坂
口
に

と
っ
て
は
タ
ウ
ト
が
見
た
も
の
と
は
違
っ
た
﹁
日
本
文
化
﹂
の
存
在
を
強
調

し
︑
タ
ウ
ト
批
判
の
意
味
を
込
め
て
タ
ウ
ト
の
二
冊
目
の
日
本
文
化
論
と
同

じ
題
名
を
そ
の
文
章
に
つ
け
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
文
章
は
タ
ウ
ト
の
没
後
に
公
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
こ
の
文
章
に

対
す
る
タ
ウ
ト
の
応
答
は
も
ち
ろ
ん
な
い
︒
ま
た
タ
ウ
ト
は
日
本
語
を
解
さ

な
か
っ
た
の
で
︑
も
し
日
本
滞
在
中
に
公
表
さ
れ
て
い
て
も
︑
ど
こ
ま
で
生

産
的
な
議
論
が
展
開
し
た
か
は
定
か
で
は
な
い
︒
と
は
い
え
︑
二
つ
の
﹁
日

本
文
化
私
観
﹂
は
︑
日
独
比
較
文
化
論
・
比
較
文
学
論
の
格
好
の
素
材
と
し

て
日
本
で
は
と
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た⑦
︒
日
本
に
お
け
る
タ
ウ
ト
の
著
作
が
紹

介
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
ド
イ
ツ
で
は
こ
う
し
た
議
論
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
な

い
︒亡

命
以
後
︑
ド
イ
ツ
で
は
タ
ウ
ト
は
忘
れ
ら
れ
た
の
に
対
し
て
︑
日
本
で

は
︑
日
本
文
化
を
独
特
の
視
点
で
捉
え
直
し
た
異
邦
人
と
し
て
の
側
面
が
強

調
さ
れ
︑
ド
イ
ツ
に
お
け
る
建
築
家
と
し
て
の
活
動
は
︑
ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
背
景
に
退
い
て
し
ま
っ
た
観
が
あ
る
︒

日
本
に
お
け
る
こ
う
し
た
タ
ウ
ト
評
価
の
傾
向
を
助
長
し
た
の
が
︑
戦

中
・
戦
後
に
刊
行
さ
れ
た
彼
の
﹁
全
集
﹂
や
﹁
選
集
﹂
で
あ
ろ
う
︒﹁
全
集
﹂

は
育
成
社
弘
道
閣
か
ら
戦
時
中
の
一
九
四
二
年
か
ら
四
三
年
に
か
け
て
全
六

巻
の
予
定
で
発
行
さ
れ
た
が
︑
第
四
巻
は
未
刊
行
に
終
わ
る
︒
大
戦
が
終
わ

る
と
﹁
選
集
﹂
が
二
種
類
刊
行
さ
れ
る
︒
一
九
四
六
年
か
ら
四
八
年
に
か
け

て
育
成
社
か
ら
︑
五
〇
年
か
ら
五
一
年
に
か
け
て
が
春
秋
社
か
ら
出
版
さ
れ

た
︒
こ
れ
ら
は
︑﹁
全
集
﹂﹁
選
集
﹂
と
い
い
つ
つ
︑
ほ
ぼ
日
本
滞
在
中
に
執

筆
さ
れ
た
タ
ウ
ト
の
著
作
・
文
章
が
中
心
で
あ
り
︑
例
外
は
全
集
の
第
六
巻

に
収
録
さ
れ
た
﹃
ア
ル
プ
ス
建
築
﹄︑
第
五
巻
の
﹃
都
市
の
冠
﹄︑﹃
新
建
築
﹄

︵﹃
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
新
建
築
﹄︶︑
そ
し
て
﹃
燭
光
﹄
か

ら
選
ん
だ
い
く
つ
か
の
文
章
の
み
で
あ
る
︒
ド
イ
ツ
に
お
け
る
建
築
家
と
し

て
の
活
動
中
彼
は
連
綿
と
文
章
を
書
き
連
ね
て
き
た
が
︑
そ
う
し
た
文
章
の

大
半
は
︑
収
録
さ
れ
て
い
な
い
︒
戦
後
の
選
集
で
は
︑
ド
イ
ツ
時
代
の
文
章

は
ほ
ぼ
無
視
さ
れ
て
い
る
︒

こ
う
し
た
部
分
的
な
﹁
全
集
﹂
や
﹁
選
集
﹂
が
︑
重
ね
て
刊
行
さ
れ
た
背

景
は
︑
タ
ウ
ト
の
日
本
文
化
論
に
そ
れ
だ
け
大
き
な
反
響
が
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
︒
ド
イ
ツ
に
お
け
る
タ
ウ
ト
の
活
動
は
も
ち
ろ
ん
知
ら

れ
て
い
た
が
︑
タ
ウ
ト
に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
︑
日
本
滞
在
中
に
書
か
れ
翻

訳
さ
れ
た
一
連
の
著
作
に
よ
っ
て
そ
の
後
長
い
間
規
定
さ
れ
て
い
た
と
い
え

る
︒
た
だ
︑
篠
田
秀
雄
を
中
心
に
訳
さ
れ
た
タ
ウ
ト
の
翻
訳
の
は
ら
む
問
題

に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
ふ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒

第
二
次
世
界
大
戦
後
︑
タ
ウ
ト
と
関
わ
り
の
あ
っ
た
人
た
ち
の
回
想
や
追

憶
は
公
表
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
︑
従
来
の
タ
ウ
ト
イ
メ
ー
ジ
を
再
確
認

ブルーノ・タウトに関する研究の動向（北村）

83 (443)



す
る
に
と
ど
ま
る⑧
︒
既
翻
訳
の
タ
ウ
ト
の
著
作
を
利
用
し
な
が
ら
﹁
日
本
文

化
の
再
発
見
者
﹂
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
拡
散
さ
せ
る
よ
う
な
エ
ッ
セ
イ
は
書

か
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て⑨
も
︑
タ
ウ
ト
の
著
作
を
新
た
な
視
点
で
読
み
込
ん
だ

研
究
も
な
い
︒
第
二
次
世
界
大
戦
後
も
H
ouses
and
P
eople
of
Japan
は
︑

﹃
日
本
の
家
屋
と
生
活
﹄
と
題
し
て
四
九
年
に
雄
鷄
社
か
ら
吉
田
鉄
郎
・
篠

田
英
雄
共
訳
で
︑
五
〇
年
に
は
春
秋
社
か
ら
篠
田
単
独
訳
で
出
版
さ
れ
た
︒

そ
の
後
も
︑
篠
田
訳
で
︑
岩
波
書
店
か
ら
﹃
建
築
芸
術
論
﹄
の
日
本
語
版

︵
一
九
四
八
年
︶
や
日
本
滞
在
中
の
タ
ウ
ト
の
日
記
の
翻
訳
が
出
版
さ
れ
て

い
る⑩
︒
時
期
は
後
に
な
る
が
︑
一
九
八
一
年
に
は
タ
ウ
ト
の
二
回
目
の
桂
離

宮
訪
問
の
際
︵
一
九
三
四
年
五
月
七
日
︶
の
ス
ケ
ッ
チ
も
篠
田
の
訳
で
公
刊

さ
れ
た⑪
︒
こ
れ
ら
の
翻
訳
の
刊
行
に
よ
っ
て
︑﹁
日
本
文
化
の
再
発
見
者
﹂

と
し
て
の
タ
ウ
ト
の
イ
メ
ー
ジ
は
強
固
な
も
の
に
な
り
こ
そ
す
れ
︑
新
た
な

観
点
か
ら
見
る
動
き
は
生
じ
な
い
︒
こ
れ
は
︑
ド
イ
ツ
本
国
に
お
い
て
も
こ

の
時
期
タ
ウ
ト
が
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
︑
研
究
が
進
ま
な
か
っ
た
こ
と
も
一

因
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
点
と
関
連
し
て
指
摘
し
て
お
く
べ
き
は
︑
タ
ウ
ト
亡
命
後
ト
ル
コ
で

客
死
す
る
ま
で
に
書
か
れ
た
原
稿
の
草
稿
な
ど
が
︑
タ
ウ
ト
の
同
行
者
エ
リ

カ
・
ヴ
ィ
ッ
テ
ィ
ヒ
を
通
じ
て
︑
タ
ウ
ト
の
著
作
の
多
く
を
翻
訳
し
て
い
る

篠
田
秀
雄
の
手
に
預
け
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
資
料
は
︑
一
九
八

一
年
に
そ
の
篠
田
か
ら
岩
波
書
店
に
託
さ
れ
︑
さ
ら
に
タ
ウ
ト
ゆ
か
り
の
高

崎
に
あ
っ
た
創
造
学
園
大
学
が
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
︑
現
在
は
再
び

岩
波
書
店
が
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
た⑫
︒
篠
田
に
よ
っ
て
新
た
に
﹃
建
築
芸

術
論
﹄
や
﹃
日
記
﹄
の
翻
訳
や
既
存
の
訳
の
改
訳
が
試
み
ら
れ⑬
︑
他
に
も
鴨

長
明
﹃
方
丈
記
﹄
の
タ
ウ
ト
に
よ
る
ド
イ
ツ
語
訳
が
公
表
さ
れ
る⑭
な
ど
︑
こ

れ
ら
の
貴
重
な
資
料
の
情
報
の
一
部
は
利
用
さ
れ
て
き
た
が
︑
資
料
が
整
理

さ
れ
て
利
用
の
便
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
実
は
最
近
の
こ
と
で
あ

る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ま
た
後
ほ
ど
ふ
れ
る
︒
タ
ウ
ト
の
残
し
た
資
料
か

ら
よ
り
陰
影
に
富
ん
だ
タ
ウ
ト
像
が
描
き
出
せ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
が
︑
そ

れ
は
十
分
に
生
か
さ
れ
な
い
ま
ま
年
月
が
過
ぎ
た
も
の
と
い
え
る
︒

戦
後
し
ば
ら
く
は
タ
ウ
ト
の
日
本
滞
在
中
に
形
成
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
に
修

正
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
こ
れ
の
背
景
と
し
て
は
︑
敗
戦
と
い

う
状
況
の
も
と
外
国
人
に
よ
っ
て
日
本
文
化
を
高
く
評
価
す
る
よ
う
な
観
点

は
そ
れ
相
応
に
大
事
に
し
た
い
と
い
う
日
本
人
の
認
識
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
︒
こ
う
し
た
状
況
は
︑
ド
イ
ツ
本
国
同
様
︑
一
九
七
〇
年
代
に
変
わ
る
︒

新
し
い
動
向
に
つ
い
て
章
を
改
め
て
み
て
い
き
た
い
︒

①

管
見
の
限
り
で
は
︑
今
井
兼
次
﹁
建
築
家
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
﹂﹃
建
築
世
界
﹄

一
七

五
三
︑
一
九
二
三
年
五
月
︵﹃
今
井
兼
次
著
作
集

二
︵
作
家
論
一

私

の
建
築
遍
歴
︶﹄
中
央
公
論
美
術
出
版
︑
一
九
九
三
年
に
再
録
︶
が
タ
ウ
ト
を
紹

介
し
た
も
っ
と
も
早
い
例
で
あ
る
︒

②

日
本
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
建
築
会
に
つ
い
て
は
︑﹁
日
本
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ

ナ
ル
建
築
会
に
お
け
る
伊
藤
正
文
の
活
動
と
建
築
理
念
に
つ
い
て
﹂﹃
日
本
建
築
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学
会
計
画
系
論
文
集
﹄
五
六
六
︑
二
〇
〇
三
年
な
ど
︑
笠
原
一
人
の
一
連
の
研
究

が
あ
る
︒

③

蔵
田
周
忠
﹃
歐
州
都
市
の
近
代
相
﹄
六
文
館
︑
一
九
三
二
年
︒

④

同
著
﹃
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
﹄
相
模
書
房
︑
一
九
四
二
年
︒

⑤

坂
口
安
吾
﹁
日
本
文
化
私
観
﹂
同
著
﹃
堕
落
論
・
日
本
文
化
私
観
﹄
岩
波
文
庫
︑

二
〇
〇
八
年
︒

⑥

﹃
日
本

タ
ウ
ト
の
日
記
﹄
一
九
七
五
年
︑
第
三
巻
︑
一
五
四
頁
︒
原
文
は

﹁
N
iigata
ist
so
ziem
lich
das
Schlim
m
ste
in
Japan
﹂
で
あ
る
︒
B
runo

T
aut
in
Japan.
D
as
T
agebuch,3.
B
d.,
S.86.

⑦

西
川
長
夫
﹁
二
つ
の
日
本
文
化
私
観

ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
と
坂
口
安
吾
﹂

﹃
増
補

国
境
の
越
え
方

国
民
国
家
論
序
説
﹄
平
凡
社
︑
二
〇
〇
一
年
︵
初

版
は
筑
摩
書
房
︑
一
九
九
二
年
︶︒

⑧

鈴
木
道
次
﹁
タ
ウ
ト
提
言
に
つ
い
て
の
メ
モ
﹂﹃
デ
ザ
イ
ン
﹄
三
一
︑
一
九
六

二
年
︑
井
上
房
一
郎
﹁
久
米
さ
ん
と
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
﹂﹃
久
米
権
九
郎

追

憶
誌
﹄
久
米
建
築
事
務
所
︑
一
九
六
六
年
︑
三
原
徳
言
﹁
タ
ウ
ト
と
洗
心
邸
﹂

﹃
新
建
築
﹄
五
三

七
︑
一
九
七
八
年
︑
竹
内
芳
太
郎
﹁
タ
ウ
ト
回
想
﹂
同
著

﹃
年
輪
の
記

あ
る
建
築
家
の
自
画
像
﹄
相
模
書
房
︑
一
九
七
八
年
な
ど
︒

⑨

山
本
健
吉
﹁
日
本
美
の
発
見
者
﹂
同
著
﹃
キ
リ
シ
タ
ン
事
始
﹄
芸
術
社
︑
一
九

五
六
年
な
ど
︒

⑩

一
九
五
〇
年
か
ら
五
九
年
に
五
巻
本
で
刊
行
さ
れ
︑
一
九
七
五
年
に
三
巻
に
編

集
し
な
お
さ
れ
て
い
る
︵
一
巻
に
一
九
三
三
年
︑
二
巻
に
一
九
三
四
年
︑
第
三
巻

に
一
九
三
五
年
と
三
六
年
の
日
記
が
収
録
︶︒

⑪

ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
﹃
画
帖
桂
離
宮
﹄︵
篠
田
英
雄
訳
︶︑
岩
波
書
店
︑
一
九
八

一
年
︒

⑫

こ
の
資
料
に
つ
い
て
は
︑
沢
良
子
﹃﹁
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
遺
品
お
よ
び
関
連

資
料
﹂
に
関
す
る
調
査
研
究
﹄
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告

書
︑
基
盤
研
究
︵
Ｂ
︶︑
二
〇
〇
八
年
︒

⑬

﹃
日
本
文
化
私
観
﹄
は
篠
田
が
改
め
て
六
篇
を
選
び
原
稿
か
ら
翻
訳
し
︑﹃
日
本

の
芸
術
﹄
と
題
し
て
二
つ
の
﹁
選
書
﹂
に
お
さ
め
ら
れ
た
︒﹃
日
本
の
家
屋
と
生

活
﹄
は
︑
一
九
六
六
年
に
篠
田
に
よ
っ
て
改
め
て
訳
さ
れ
た
も
の
が
岩
波
書
店
か

ら
出
版
さ
れ
た
︒

⑭

A
ufzeichnungen
aus
seiner
H
ütte
von
3
M
etern
im
Q
uadrat:
H
o

djo

ki

von
K
am
o
no
T
schom
ee,簗
瀬
一
雄
編
﹃
方
丈
記

外
国

語
訳
﹄︵
碧
冲
洞
叢
書
︑
第
一
〇
輯
︶︑
一
九
六
一
年
︒

四

日
本
に
お
け
る
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
研
究
の
動
向
︵
二
︶

新
し
い
動
向

︵
一
︶

一
九
七
〇
年
代
の
新
し
い
潮
流

日
本
に
お
け
る
一
九
七
〇
年
代
の
新
し
い
動
向
の
集
大
成
と
も
い
う
べ
き

は
︑
雑
誌
﹃
Ｓ
Ｄ
﹄︵
一
九
七
八
年
︶
の
タ
ウ
ト
特
集①
で
あ
る
が
︑
当
時
見

ら
れ
た
の
は
次
の
三
つ
の
流
れ
で
あ
る
︒

第
一
に
︑
建
築
家
か
ら
の
タ
ウ
ト
再
評
価
の
動
き
で
あ
り
︑
一
九
七
一
年

に
﹃
Ｓ
Ｄ
﹄
誌
に
三
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
長
谷
川
尭
﹁
非
都
市
も
し

く
は
田
園
の
目
撃

日
本
を
め
ぐ
る
タ
ウ
ト
と
レ
ー
モ
ン
ド
の
創
造
の
軌

跡②
﹂
が
︑
管
見
の
限
り
︑
そ
の
も
っ
と
も
早
い
例
で
あ
る
︒
ド
イ
ツ
本
国
と

同
様
に
︑
建
築
界
に
お
い
て
﹁
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
﹂
が
唱
え
ら
れ
る
な
か
︑

﹁
モ
ダ
ニ
ズ
ム
﹂
の
時
代
に
忘
れ
ら
れ
て
い
た
タ
ウ
ト
を
別
の
選
択
肢
と
し

て
再
評
価
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

第
二
に
︑
ユ
ン
ク
ハ
ン
ス
に
よ
る
タ
ウ
ト
の
伝
記
や
ド
イ
ツ
語
で
出
版
さ

ブルーノ・タウトに関する研究の動向（北村）
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れ
た
タ
ウ
ト
の
著
作
を
検
討
し
た
土
肥
美
夫
の
一
連
の
研
究
が
あ
げ
ら
れ
る
︒

も
と
も
と
近
現
代
ド
イ
ツ
美
術
の
研
究
を
進
め
て
い
た
土
肥
だ
が
︑
そ
う
し

た
知
見
も
ふ
ま
え
て
︑
ド
イ
ツ
に
お
け
る
タ
ウ
ト
の
活
動
に
も
注
意
を
払
う

な
ど
︑
タ
ウ
ト
の
活
動
を
そ
の
初
期
か
ら
日
本
滞
在
ま
で
検
討
し
︑﹁
日
本

文
化
の
再
発
見
者
﹂
に
と
ど
ま
ら
な
い
タ
ウ
ト
の
側
面
を
紹
介
し
て
い
る
︒

彼
の
一
連
の
研
究
は
︑
一
九
八
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
タ
ウ
ト

芸
術
の
旅

ア
ル
プ
ス
建
築
へ
の
道
﹄
に
集
大
成
さ
れ
て
い
る③
︒

第
三
に
︑
建
築
史
家
笹
間
一
夫
に
よ
る
タ
ウ
ト
の
日
本
海
側
旅
行
︵
一
九

三
五
年
五
月
一
六
日
～
二
九
日
︶
の
再
構
成
を
指
摘
し
て
お
こ
う④
︒

タ
ウ
ト
の
こ
の
旅
行
に
つ
い
て
は
︑
こ
の
部
分
の
日
記
が
既
に
﹃
日
本
美

の
再
発
見
﹄
の
中
で
翻
訳
さ
れ
て
お
り
︑
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
日
本
の
読

者
に
知
ら
れ
て
い
た⑤
︒
岐
阜
を
出
発
点
と
し
て
日
本
海
側
を
北
上
し
︑
青
森

を
経
て
仙
台
に
至
る
二
週
間
に
わ
た
る
旅
行
に
お
い
て
︑
タ
ウ
ト
は
白
川
郷

に
立
ち
寄
り
︑
そ
こ
に
あ
る
農
家
の
機
能
的
な
美
し
さ
を
称
揚
す
る
︒
同
様

の
評
価
を
佐
渡
や
秋
田
の
農
家
に
も
あ
た
え
る
︒
他
方
︑
新
潟
に
﹁
日
本
中

で
最
悪
﹂
と
い
う
評
価
を
下
し
た
の
も
こ
の
旅
行
の
最
中
で
あ
り
︑
城
下
町

で
あ
る
鶴
岡
や
弘
前
に
も
失
望
す
る
︒

こ
う
し
た
タ
ウ
ト
の
旅
行
に
つ
い
て
︑
実
地
調
査
︑
当
時
を
知
る
人
か
ら

の
聞
き
取
り
︑
現
存
し
な
い
建
物
に
つ
い
て
の
模
型
の
作
成
な
ど
︑
タ
ウ
ト

の
見
た
光
景
を
極
力
再
現
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
︒
そ
う
し
た
分
析
の
中

で
︑
日
本
に
お
け
る
タ
ウ
ト
の
言
動
に
新
た
な
光
を
あ
た
え
る
面
が
あ
る
︒

タ
ウ
ト
が
城
下
町
を
嫌
っ
た
背
景
に
︑
威
圧
的
な
城
や
城
跡
の
構
造
物
に
ナ

チ
ス
政
権
の
在
り
方
を
思
い
出
さ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
し
て
い

る
点
で
あ
る⑥
︒
こ
の
推
測
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
︑
日
本
滞
在
中
の
タ
ウ
ト

の
言
動
に
も
︑
外
国
人
の
建
築
家
に
よ
る
﹁
日
本
文
化
の
再
発
見
者
﹂
と
し

て
の
側
面
の
み
な
ら
ず
︑
ド
イ
ツ
で
の
見
聞
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
面
が
あ

っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
︒

以
上
の
研
究
は
︑
三
〇
年
に
わ
た
る
多
様
な
タ
ウ
ト
の
活
動
の
一
部
に
メ

ス
を
入
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
︑
視
線
の
点
や
実
証
性
の
点
で
タ
ウ
ト
に

つ
い
て
従
来
か
ら
の
﹁
日
本
文
化
の
再
発
見
者
﹂
と
い
う
側
面
以
外
の
諸
要

素
に
光
を
あ
て
て
い
る
︒
従
来
の
タ
ウ
ト
評
価
か
ら
脱
却
す
る
手
が
か
り
を

あ
た
え
た
動
き
と
評
価
で
き
よ
う
︒

︵
二
︶

一
九
八
〇
年
代
後
半
以
降
の
動
向

ド
イ
ツ
本
国
と
同
様
︑
日
本
に
お
い
て
も
タ
ウ
ト
研
究
は
︑
一
九
七
〇
年

代
か
ら
見
ら
れ
た
傾
向
を
発
展
さ
せ
る
形
で
︑
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
そ

の
様
相
を
変
え
る
︒
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
べ
き
研
究
上
の
方
向
性
は
次
の
五

つ
で
あ
る
︒
そ
の
方
向
性
の
う
ち
一
つ
は
タ
ウ
ト
を
と
り
ま
く
状
況
に
つ
い

て
の
も
の
で
あ
り
︑
残
り
の
四
つ
は
タ
ウ
ト
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
︒

ま
ず
何
よ
り
も
と
り
あ
げ
る
べ
き
は
︑
一
九
八
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
井
上
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章
一
﹃
つ
く
ら
れ
た
桂
離
宮
神
話⑦
﹄
で
あ
ろ
う
︒﹁
桂
離
宮
の
再
発
見
者
﹂

と
し
て
の
タ
ウ
ト
へ
の
評
価
を
︑
一
九
二
〇
年
代
の
建
築
界
の
動
向
の
検
討

か
ら
再
評
価
し
て
い
る
︒
既
に
一
九
二
〇
年
代
か
ら
日
本
の
建
築
界
で
も

﹁
モ
ダ
ニ
ズ
ム
﹂
を
積
極
的
に
と
り
い
れ
る
動
き
が
あ
り
︑
タ
ウ
ト
は
そ
う

し
た
動
き
に
関
わ
る
人
々
か
ら
宣
伝
塔
と
し
て
利
用
さ
れ
た
︒
桂
離
宮
が
彼

ら
の
間
で
﹁
モ
ダ
ニ
ズ
ム
﹂
建
築
の
先
駆
と
し
て
再
評
価
さ
れ
て
い
た
か
ら

こ
そ
︑
日
本
到
着
の
翌
日
に
上
野
伊
三
郎
に
よ
っ
て
彼
は
案
内
さ
れ
た
と
い

う
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
加
え
︑
当
時
の
日
本
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

高
揚
も
あ
り
︑
タ
ウ
ト
は
﹁
日
本
文
化
の
再
発
見
者
﹂
と
い
う
役
割
を
割
り

当
て
ら
れ
︑
そ
の
役
割
を
見
事
に
果
た
し
た
と
い
う
︒

本
書
は
︑
タ
ウ
ト
を
当
時
の
日
本
の
建
築
界
や
日
本
社
会
の
状
況
に
位
置

づ
け
︑
日
本
文
化
論
の
中
の
傑
出
し
た
存
在
と
し
て
の
タ
ウ
ト
の
脱
神
話
化

に
成
功
し
た
も
の
で
あ
る
︒
本
書
刊
行
後
の
日
本
に
お
け
る
タ
ウ
ト
研
究
は
︑

多
か
れ
少
な
か
れ
本
書
の
影
響
の
も
と
に
進
め
ら
れ
て
い
る
︒
井
上
の
著
作

は
建
築
界
に
対
象
が
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
よ
り
広
く
日
本
社
会
の
︑

タ
ウ
ト
へ
の
反
応
を
洗
い
直
す
必
要
性
を
示
す
も
の
で
あ
る⑧
︒

こ
う
し
た
同
時
代
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
み
な
ら
ず
︑
一
九
九
〇
年
代
以
降
︑

幕
末
・
明
治
維
新
以
来
の
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ド
イ
ツ
と
の
交
流
を
洗
い

直
そ
う
と
い
う
動
き
が
見
ら
れ
︑
そ
う
し
た
研
究
に
お
い
て
も
タ
ウ
ト
は
格

好
の
題
材
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
き
て
い
る
︒
も
っ
と
も
︑
そ
の
関
連
か

ら
世
に
問
わ
れ
た
研
究
で
は
︑
旧
来
か
ら
の
﹁
日
本
文
化
の
再
発
見
者
﹂
と

し
て
の
側
面
が
再
確
認
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る⑨
︒

井
上
の
著
作
の
議
論
は
︑
タ
ウ
ト
を
取
り
巻
く
環
境
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
少

な
く
と
も
日
本
に
関
し
て
は
︑
彼
自
身
の
言
動
を
新
た
な
観
点
か
ら
検
討
し

直
す
こ
と
を
要
請
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
︒
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
日
本

に
お
け
る
タ
ウ
ト
研
究
は
︑
そ
う
し
た
方
向
に
進
み
は
じ
め
て
い
る
︒

タ
ウ
ト
自
身
に
関
す
る
動
向
と
し
て
第
一
に
あ
げ
て
お
く
べ
き
は
︑
ド
イ

ツ
の
研
究
者
も
協
力
し
た
タ
ウ
ト
展
が
日
本
で
三
回
に
わ
た
り
開
催
さ
れ
た

こ
と
で
あ
ろ
う
︒
一
九
八
〇
年
の
東
ド
イ
ツ
の
タ
ウ
ト
展
を
そ
の
ま
ま
持
っ

て
き
た
形
の
一
九
八
四
年
の
武
蔵
野
美
術
大
学
を
は
じ
め
と
し
て
︑
一
九
九

四
年
に
セ
ゾ
ン
美
術
館
と
京
都
国
立
近
代
美
術
館
に
よ
る
展
覧
会
︑
そ
し
て

二
〇
〇
七
年
に
は
ワ
タ
リ
ウ
ム
美
術
館
が
タ
ウ
ト
展
を
開
催
し
て
い
る
︒
こ

の
三
つ
の
タ
ウ
ト
展
と
も
日
本
に
お
け
る
タ
ウ
ト
の
活
動
の
み
な
ら
ず
︑
そ

れ
ま
で
は
第
二
次
世
界
大
戦
前
後
に
書
か
れ
た
邦
語
の
タ
ウ
ト
伝⑩
か
︑﹃
日

本
美
の
再
発
見
﹄
な
ど
で
断
片
的
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
︑
ド
イ

ツ
に
お
け
る
タ
ウ
ト
の
活
動
も
積
極
的
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
結
果
︑

修
業
時
代
か
ら
晩
年
の
ト
ル
コ
で
の
活
動
ま
で
タ
ウ
ト
の
活
動
が
満
遍
な
く

紹
介
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
図
録
も
充
実
し
て
お
り
︑
展
覧

会
に
脚
を
運
べ
な
か
っ
た
者
も
展
示
物
に
関
す
る
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
が

で
き
る
︒
と
く
に
︑
一
九
九
四
年
の
展
覧
会
は
充
実
し
た
も
の
で
あ
り
︑
そ

ブルーノ・タウトに関する研究の動向（北村）
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の
図
録
は
タ
ウ
ト
の
活
動
全
体
の
か
な
り
精
度
の
高
い
目
録
と
な
っ
て
い
る⑪
︒

日
本
に
お
け
る
活
動
に
つ
い
て
も
︑
タ
ウ
ト
が
日
本
到
着
後
す
ぐ
に
大
阪

電
軌
鉄
道
会
社
に
依
頼
さ
れ
な
が
ら
︑
実
現
し
な
か
っ
た
生
駒
山
上
住
宅
地

の
図
面
が
一
九
九
四
年
の
展
覧
会
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
図
面
は
二
〇

〇
七
年
の
展
覧
会
で
も
展
示
さ
れ
た
︒
こ
の
二
つ
の
展
覧
会
で
建
設
当
時
は

顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
熱
海
の
日
向
邸
の
地
下
室
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ

れ
に
つ
い
て
は
ま
た
後
ほ
ど
ふ
れ
る
︒

第
二
に
︑
邦
語
に
よ
る
久
し
ぶ
り
の
本
格
的
評
伝
と
し
て
高
橋
英
夫
﹃
ブ

ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
﹄
が
新
潮
社
か
ら
一
九
九
一
年
に
刊
行
さ
れ
た⑫
︒
文
芸
評

論
家
で
あ
る
高
橋
は
︑
当
時
世
に
問
わ
れ
は
じ
め
た
ド
イ
ツ
本
国
の
タ
ウ
ト

研
究
に
依
拠
し
つ
つ
も
︑﹁
い
か
も
の
﹂
と
篠
田
が
訳
し
て
い
る
キ
ッ
チ
ュ

K
itsch
の
語
源
を
探
る⑬
な
ど
︑
タ
ウ
ト
理
解
の
根
源
に
関
わ
る
様
々
な
論

点
を
と
り
あ
げ
て
い
る
︒

高
橋
の
著
作
で
あ
つ
か
わ
れ
て
い
る
テ
ー
マ
の
う
ち
︑
タ
ウ
ト
研
究
の
た

め
に
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
は
︑﹃
日
本
の
家
屋
と
生
活
﹄
最
終
章
の
タ
イ

ト
ル
の
原
語
に
関
す
る
考
察
で
あ
ろ
う⑭
︒
こ
の
章
は
︑﹃
日
本
美
の
再
発
見
﹄

に
も
収
録
さ
れ
︑
そ
の
タ
イ
ト
ル
は
篠
田
英
雄
に
よ
り
﹁
永
遠
な
る
も
の
﹂

と
訳
を
つ
け
ら
れ
た
︒
こ
の
文
章
で
は
桂
離
宮
が
あ
つ
か
わ
れ
て
い
る
︒
高

橋
は
︑
こ
の
語
の
原
語
が
︑﹁
永
遠
﹂
を
示
す
E
w
igkeit
や
ew
ig
と
い
っ

た
ド
イ
ツ
語
で
は
な
く
︑
D
as
B
leibende
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る⑮
︒

こ
れ
は
﹁
と
ど
ま
る
﹂
と
い
う
意
味
の
動
詞
bleiben
の
名
詞
形
で
あ
り
︑

広
く
﹁
残
っ
て
い
く
も
の
﹂
く
ら
い
の
意
味
で
あ
る
︒
こ
れ
に
﹁
永
遠
な
る

も
の
﹂
と
い
う
訳
語
を
つ
け
る
の
は
︑
言
葉
の
も
つ
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
範
囲
内

で
あ
ろ
う
が
︑
訳
者
の
解
釈
・
主
張
が
入
り
込
ん
で
い
る
可
能
性
は
否
定
で

き
な
い
︒
高
橋
は
︑
こ
の
訳
語
に
基
づ
く
タ
ウ
ト
理
解
に
問
題
が
あ
る
可
能

性
を
指
摘
す
る
︒

こ
う
し
た
﹁
い
と
も
誤
ら
れ
や
す
い
名
訳
﹂
を
ふ
ま
え
る
と
︑
タ
ウ
ト
の

著
作
の
多
く
を
翻
訳
し
て
い
る
篠
田
英
雄
の
訳
文
が
︑
タ
ウ
ト
理
解
に
偏
向

を
あ
た
え
て
い
る
可
能
性
を
十
分
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
︒
彼
の
翻
訳
が
こ

の
種
の
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い

る⑯
︒
原
資
料
に
あ
た
っ
て
日
本
文
化
に
関
す
る
タ
ウ
ト
の
著
作
を
再
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
高
橋
の
著
作
は
示
唆
し
て
い
る⑰
︒
篠
田
訳
タ
ウ
ト
が

日
本
文
化
論
の
中
で
果
た
し
た
役
割
は
認
め
つ
つ
︑
従
来
の
翻
訳
は
使
わ
な

い
研
究
姿
勢
が
必
要
で
あ
る
︒

こ
の
点
と
関
連
し
て
︑
第
三
に
︑
日
本
に
残
っ
て
い
る
資
料
を
中
心
に
︑

日
本
に
お
け
る
タ
ウ
ト
の
活
動
を
実
証
的
に
解
明
す
る
研
究
が
世
に
問
わ
れ

て
い
る
の
は
特
筆
に
値
す
る
︒
そ
の
中
で
も
重
要
な
の
は
︑
仙
台
国
立
工
芸

所
在
任
中
に
タ
ウ
ト
が
お
こ
な
っ
た
様
々
な
提
案
や
意
見
書
を
分
析
し
た
建

築
史
家
庄
子
晃
子
の
一
連
の
研
究
で
あ
ろ
う
︒
一
九
八
五
年
頃
か
ら
﹃
デ
ザ

イ
ン
学
研
究
﹄
を
中
心
に
断
続
的
に
連
載
さ
れ
︑
中
核
部
分
に
つ
い
て
は
博
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士
論
文
︵
千
葉
大
学
︶
に
ま
と
め
ら
れ
た⑱
︒
一
次
資
料
の
文
字
起
こ
し
や
翻

訳
に
限
定
し
た
基
礎
研
究
で
あ
る
が
︑
日
本
語
に
訳
さ
れ
た
著
作
・
論
文
か

ら
う
か
が
い
し
れ
な
い
タ
ウ
ト
の
側
面
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
︒

庄
子
の
研
究
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
日
本
の
タ
ウ
ト
に
関
す
る
実
証
研
究
の
対

象
は
こ
の
頃
か
ら
拡
大
し
て
い
る⑲
︒
た
と
え
ば
︑
日
向
邸
の
地
下
室
の
再
評

価
・
再
検
討
が
進
め
ら
れ
た
︒
こ
れ
は
︑
タ
ウ
ト
の
離
日
直
前
に
完
成
し
た

も
の
で
あ
っ
た
が
︑
地
下
室
の
改
装
と
い
う
制
約
の
多
い
条
件
の
も
と
で
お

こ
な
わ
れ
た
仕
事
で
あ
っ
た
︒
完
成
当
時
は
日
本
建
築
・
文
化
に
対
す
る
タ

ウ
ト
流
の
理
解
が
前
面
に
出
た
設
計
に
︑﹁
モ
ダ
ニ
ス
ト
﹂
タ
ウ
ト
を
期
待

す
る
人
々
か
ら
失
望
の
声
が
出
た
︒
近
年
で
は
こ
の
タ
ウ
ト
流
日
本
建
築
解

釈
が
︑
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
建
築
の
あ
り
方
に
一
つ
の
手
掛
か
り
を
あ
た
え
る

も
の
と
再
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る⑳
︒
タ
ウ
ト
の
日
本
に
お
け
る
活

動
の
中
心
の
一
つ
と
な
っ
た
工
芸
指
導
に
関
し
て
も
︑
仙
台
と
高
崎
そ
れ
ぞ

れ
の
博
物
館
が
調
査
を
行
っ
て
い
る
︒
仙
台
に
つ
い
て
は
タ
ウ
ト
設
計
の
照

明
器
具
に
つ
い
て
の
報
告
書㉑
が
︑
高
崎
に
つ
い
て
は
タ
ウ
ト
関
連
の
工
芸
品

の
リ
ス
ト
と
展
覧
会
の
図
録
が
公
刊
さ
れ
て
い
る㉒
︒
二
〇
一
五
年
に
は
︑
Ｌ

Ｉ
Ｘ
Ｉ
Ｌ
に
よ
る
タ
ウ
ト
の
工
芸
展
が
開
催
さ
れ
︑
図
録
も
出
版
さ
れ
て
い

る㉓
︒ド

イ
ツ
時
代
の
タ
ウ
ト
に
関
し
て
も
︑
第
一
次
世
界
大
戦
直
後
の
ユ
ー
ト

ピ
ア
的
著
作
の
一
つ
﹃
都
市
の
冠
﹄
の
新
訳
や
︑
一
九
二
〇
年
代
半
ば
の

﹃
新
し
い
住
居
﹄﹃
一
住
居
﹄
の
翻
訳
が
出
版
さ
れ
る
な
ど
︑
従
来
よ
り
も

具
体
的
な
情
報
に
接
近
し
や
す
く
な
っ
て
き
た㉔
︒
翻
訳
に
つ
い
て
と
く
に
注

目
す
べ
き
は
︑﹃
建
築
芸
術
論
﹄
の
︑
最
初
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ
る
ト
ル

コ
語
版
の
底
本
と
な
っ
た
ド
イ
ツ
語
原
稿
か
ら
の
翻
訳
が
︑﹃
タ
ウ
ト
建
築

芸
術
論
講
義
﹄
と
題
し
て
出
版
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う㉕
︒
具
体
的
な
情
報
に

接
す
る
と
い
う
点
で
は
︑
田
中
辰
明
の
一
連
の
研
究
の
よ
う
に
︑
実
際
に
タ

ウ
ト
設
計
の
建
物
に
赴
い
て
研
究
を
進
め
る
傾
向
が
着
実
に
定
着
し
て
い
る㉖
︒

最
後
に
︑
こ
う
し
た
実
証
的
研
究
を
今
後
支
え
て
い
く
と
思
わ
れ
る
の
は
︑

沢
良
子
を
中
心
と
す
る
日
本
に
残
さ
れ
た
タ
ウ
ト
関
連
資
料
の
整
理
︑
そ
し

て
資
料
目
録
の
刊
行
で
あ
ろ
う㉗
︒
目
録
は
科
学
研
究
費
の
報
告
書
の
形
で
刊

行
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
一
般
に
は
入
手
は
困
難
で
あ
る
が
︑
今
後
の
日
本

に
お
け
る
タ
ウ
ト
研
究
の
土
台
の
一
つ
に
な
る
業
績
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑

沢
が
資
料
を
整
理
す
る
過
程
で
発
掘
し
た
タ
ウ
ト
が
撮
影
し
た
写
真
を
集
め

た
酒
井
道
夫
と
の
共
著
﹃
タ
ウ
ト
が
撮
っ
た
ニ
ッ
ポ
ン
﹄
は
︑
彼
の
著
作
で

ふ
れ
ら
れ
た
日
本
人
の
生
活
の
実
際
の
光
景
が
具
体
的
に
把
握
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る㉘
︒

以
上
五
つ
の
動
向
に
よ
り
︑
日
本
に
お
い
て
書
か
れ
た
タ
ウ
ト
の
文
章
の

翻
訳
に
基
づ
い
て
﹁
日
本
文
化
の
再
発
見
﹂
を
し
た
人
物
と
す
る
評
価
か
ら

脱
却
し
︑
ド
イ
ツ
語
の
資
料
を
も
ふ
ま
え
︑
そ
の
活
動
の
初
期
か
ら
晩
年
に

至
る
タ
ウ
ト
の
活
動
の
全
体
像
や
そ
の
歴
史
的
背
景
を
見
直
す
手
掛
か
り
が

ブルーノ・タウトに関する研究の動向（北村）
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あ
た
え
ら
れ
た
と
い
え
る
︒
と
り
わ
け
︑
岩
波
書
店
に
残
さ
れ
た
資
料
は
︑

ド
イ
ツ
本
国
で
の
タ
ウ
ト
の
活
動
が
一
次
資
料
に
基
づ
い
た
再
検
討
が
一
段

落
し
た
中
︑
ま
だ
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
領
域
で
あ
り
︑
研
究
が
進

む
に
つ
れ
タ
ウ
ト
の
新
た
な
側
面
が
描
き
出
さ
れ
る
の
は
十
分
期
待
で
き
る
︒

タ
ウ
ト
は
日
本
で
ほ
と
ん
ど
建
築
を
お
こ
な
っ
て
い
な
い
の
で
︑
こ
の
資
料

か
ら
描
き
出
す
べ
き
は
︑﹃
建
築
芸
術
論
﹄
に
む
か
う
彼
の
建
築
思
想
の
深

ま
り
で
あ
る
︒
タ
ウ
ト
の
建
築
論
・
都
市
論
を
︑
初
期
段
階
か
ら
晩
年
ま
で

の
全
体
像
と
し
て
理
解
す
る
に
は
︑
日
本
に
お
け
る
彼
の
見
聞
や
議
論
を
ふ

ま
え
る
必
要
が
あ
る
︒
日
本
に
残
さ
れ
た
資
料
は
︑
タ
ウ
ト
の
建
築
論
の
全

体
像
の
再
構
築
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
点
を
考
え
る
と
︑
今
後
の

タ
ウ
ト
研
究
に
お
い
て
日
本
や
日
本
語
に
関
す
る
知
識
の
重
要
性
が
高
ま
っ

て
く
る
と
思
わ
れ
る
︒

視
点
を
変
え
る
と
︑
ド
イ
ツ
に
お
け
る
研
究
の
進
捗
に
よ
り
明
ら
か
に
さ

れ
た
情
報
に
よ
り
︑
亡
命
以
前
の
情
報
も
ふ
ま
え
た
日
本
の
タ
ウ
ト
研
究
が

十
分
可
能
に
な
っ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
日
本
に
残
さ
れ
た
資
料
も
︑
活

動
の
初
期
か
ら
最
後
に
至
る
タ
ウ
ト
を
一
貫
し
て
と
ら
え
る
よ
う
な
新
た
な

観
点
か
ら
検
討
で
き
る
段
階
が
来
て
い
る
︒
他
方
︑
こ
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
本

国
に
お
い
て
﹁
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
﹂
に
よ
る
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
建
設
と
い
う
業

績
を
収
め
た
人
物
が
︑
異
文
化
の
中
で
そ
の
仕
事
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て

い
た
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
は
︑
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
ド
イ
ツ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

住
宅
建
設
・
都
市
計
画
の
国
際
的
意
義
を
よ
り
明
確
に
と
ら
え
る
手
掛
か
り

と
な
り
え
る
も
の
で
あ
る
︒

と
は
い
え
︑
日
本
の
タ
ウ
ト
研
究
に
お
い
て
以
上
に
の
べ
た
方
向
性
は
着

実
に
み
ら
れ
る
が
︑
現
時
点
で
は
十
分
に
展
開
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
︒

ま
ず
︑
確
か
に
数
度
に
わ
た
る
タ
ウ
ト
展
で
日
本
以
外
で
の
彼
に
関
す
る

様
々
な
情
報
は
日
本
に
お
い
て
も
広
く
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
︑
ド

イ
ツ
本
国
に
お
け
る
タ
ウ
ト
研
究
の
成
果
の
紹
介
や
消
化
が
十
分
で
は
な
い
︒

次
に
︑
日
本
に
残
さ
れ
た
資
料
の
利
用
も
十
分
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
︒
沢

と
酒
井
の
共
著
の
他
は
︑
ア
ー
ヘ
ン
工
科
大
学
名
誉
教
授
シ
ュ
パ
イ
デ
ル
に

よ
る
タ
ウ
ト
の
日
本
に
関
す
る
著
作
の
ド
イ
ツ
語
版
の
公
刊
が
お
こ
な
わ
れ

て
い
る
程
度
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
を
の
ぞ
く
と
︑
近
年
の
研
究
で
も
岩
波
書
店

の
資
料
を
参
照
し
た
研
究
は
︑
管
見
の
限
り
︑
皆
無
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑

タ
ウ
ト
の
新
し
い
評
価
を
も
た
ら
す
手
掛
か
り
は
十
分
あ
た
え
ら
れ
て
い
る

が
︑
現
在
で
も
︑﹁
日
本
文
化
の
再
発
見
者
﹂
と
し
て
の
評
価
が
︑
日
本
に

お
け
る
タ
ウ
ト
の
イ
メ
ー
ジ
を
規
定
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る㉙
︒

①

﹃
Ｓ
Ｄ
﹄
一
七
一
︑
一
九
七
八
年
︒

②

﹃
Ｓ
Ｄ
﹄
七
五

七
七
︑
一
九
七
一
年
︒

③

岩
波
書
店
︒
土
肥
も
か
か
わ
っ
た
土
肥
・
ポ
ー
ゼ
ナ
ー
な
ど
﹃
ブ
ル
ー
ノ
・
タ

ウ
ト
と
現
代

﹁
ア
ル
プ
ス
建
築
﹂
か
ら
﹁
桂
離
宮
﹂
へ
﹄︵
生
松
敬
三
︑
土

肥
美
夫
訳
︶︑
岩
波
書
店
︑
一
九
八
一
年
は
︑
ド
イ
ツ
と
日
本
の
タ
ウ
ト
研
究
の

架
橋
の
試
み
の
早
い
事
例
で
あ
る
︒
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④

笹
間
の
研
究
は
﹃
建
築
界
﹄﹃
東
北
工
業
大
学
紀
要
﹄
な
ど
に
公
表
さ
れ
た
が
︑

﹃
今
昔
﹁
飛
騨
か
ら
裏
日
本
へ
﹂
タ
ウ
ト
の
見
た
も
の
﹄
井
上
書
院
︑
一
九
七
九

年
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
︒
本
書
は
︑
タ
ウ
ト
研
究
と
し
て
の
側
面
の
み
な
ら
ず
︑

一
九
八
〇
年
代
以
降
︑
郊
外
型
大
型
店
舗
の
進
出
で
地
域
ご
と
の
独
自
性
が
失
わ

れ
る
以
前
の
日
本
海
側
の
状
況
を
描
い
て
い
る
点
で
も
貴
重
な
文
献
で
あ
る
︒

⑤

タ
ウ
ト
前
掲
﹃
日
本
美
の
再
発
見
﹄
四
七

一
一
六
頁
︒

⑥

笹
間
前
掲
書
︑
一
二
三
頁
︒

⑦

井
上
章
一
﹃
つ
く
ら
れ
た
桂
離
宮
神
話
﹄
弘
文
堂
︑
一
九
八
六
年
︵
講
談
社
学

術
文
庫
で
一
九
九
七
年
再
刊
︶︒

⑧

そ
の
点
に
関
連
し
て
︑
第
二
次
世
界
大
戦
に
向
け
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚

に
タ
ウ
ト
の
著
作
が
果
た
し
た
︑
と
い
う
従
来
の
議
論
に
対
し
て
︑
当
時
の
雑
誌

な
ど
を
検
討
し
て
タ
ウ
ト
の
著
作
を
そ
の
よ
う
に
あ
つ
か
う
記
事
が
な
い
こ
と
を

指
摘
し
た
東
久
仁
政
﹁
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の
伊
勢
神
宮
評
価
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
﹂﹃
芸
術
学
研
究
﹄
五
︑
一
九
九
一
年
が
あ
る
︒
桂
離
宮
の
再
検
討
と
し
て
︑

宮
元
健
次
﹃
桂
離
宮

ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
は
証
言
す
る
﹄
鹿
島
出
版
会
︑
一

九
九
五
年
が
あ
る
︒

⑨

懐
徳
堂
記
念
会
編
﹃
異
邦
人
の
見
た
近
代
日
本
﹄
和
泉
書
院
︑
一
九
九
九
年
︑

山
本
一
貴
︑
足
立
裕
司
︑
重
村
力
編
﹃
D
ream
s
of
the
other
-
彼
岸
の
夢

研
究
論
文
集

日
独
百
年
の
建
築
・
都
市
計
画
に
お
け
る
相
互
交
流

桂
︑

バ
ウ
ハ
ウ
ス
︑
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
か
ら
新
し
い
エ
コ
ロ
ジ
ー
へ
﹄
神
戸
大
学
二

一
世
紀

C
O
E
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹁
安
全
と
共
生
の
た
め
の
都
市
空
間
デ
ザ
イ
ン
戦

略
﹂︑
二
〇
〇
八
年
︑
島
谷
謙
﹃
日
本
を
愛
し
た
ド
イ
ツ
人

ケ
ン
ペ
ル
か
ら

タ
ウ
ト
へ
﹄
広
島
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
二
年
︑
日
独
交
流
史
編
集
委
員
会
編

﹃
日
独
交
流
一
五
〇
年
の
軌
跡
﹄
雄
松
堂
書
店
︑
二
〇
一
三
年
︒

⑩

蔵
田
前
掲
書
の
ほ
か
︑
浦
野
芳
雄
﹃
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の
回
想
﹄
長
崎
書
店
︑

一
九
四
〇
年
お
よ
び
藤
島
亥
治
郎
﹃
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
﹄
彰
国
社
︑
一
九
五
三

年
︒

⑪

一
九
八
四
年
の
武
蔵
野
美
術
大
学
の
タ
ウ
ト
展
の
図
録
は
︑
前
掲
﹃
建
築
家
ブ

ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の
す
べ
て
﹄︑
一
九
九
四
年
の
図
録
は
前
掲
﹃
ブ
ル
ー
ノ
・
タ

ウ
ト

1880-1938
N
ature
and
fantasy
﹄︵
ド
イ
ツ
語
版

B
runo
T
aut
-

N
atur
und
P
hantasie,E
rnst,W
ilhelm
&
Sohn
1995は
︑
一
九
九
五
年
五

月
一
一
日
か
ら
七
月
三
〇
日
ま
で
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
で
開
催
さ
れ
た
タ
ウ
ト
展
の
た

め
出
版
さ
れ
た
︶︑
二
〇
〇
七
年
の
ワ
タ
リ
ウ
ム
美
術
館
の
図
録
は
﹃
ブ
ル
ー

ノ
・
タ
ウ
ト

桂
離
宮
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
建
築
﹄
オ
ク
タ
ー
ブ
︑
二
〇
〇
七
年
︒

﹃
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
タ
ウ
ト
再
考
﹂﹄
武
蔵
野
美
術
大
学
︑
一
九
八
六
年
は
︑
一

九
八
四
年
展
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
成
果
で
あ
る
︒

⑫

高
橋
英
夫
﹃
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
﹄
新
潮
社
︑
一
九
九
一
年
︒
も
と
は
︑﹃
新

潮
﹄
八
八

七
︑
一
九
九
一
年
に
掲
載
さ
れ
た
︒
の
ち
︑
講
談
社
学
術
文
庫
︵
一

九
九
五
年
︶
ち
く
ま
学
芸
文
庫
︵
二
〇
〇
五
年
︶
と
し
て
も
再
刊
︒
本
稿
で
は
講

談
社
学
術
文
庫
版
を
参
照
し
た
︒

⑬

同
書
一
一
七

一
二
三
頁
︒

⑭

同
書
三
四

三
六
頁
︒
一
九
三
七
年
に
出
版
さ
れ
た
M
rs.
B
alk
に
よ
る
英
訳

版
の
H
ouses
and
P
eople
of
Japan
で
も
︑
こ
の
文
章
の
タ
イ
ト
ル
は
﹁
T
he

Perm
anent﹂
と
訳
さ
れ
て
い
る
︒
Ibid.,
p.271.
篠
田
は
タ
ウ
ト
が
英
語
版
の

訳
を
気
に
入
っ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
︑
彼
の
翻
訳
が
英
語
版
か
ら
お

こ
な
わ
れ
た
可
能
性
は
低
い
が
︑
篠
田
の
﹁
永
遠
な
る
も
の
﹂
と
い
う
訳
語
は
︑

こ
の
英
訳
に
影
響
さ
れ
た
可
能
性
は
あ
る
︒

⑮

こ
の
原
語
に
つ
い
て
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
︑
管
見
の
限
り
で
は
︑
岩
波
書
店

の
資
料
も
調
査
し
た
土
肥
で
あ
る
︵
土
肥
前
掲
書
︑
二
四
五
頁
︶︒

⑯

高
崎
時
代
の
タ
ウ
ト
と
密
に
接
し
て
い
た
水
原
徳
言
も
﹃
画
帖
桂
離
宮
﹄
の
訳

に
疑
念
を
の
べ
て
い
る
︒
水
原
徳
言
﹁
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の
見
た
桂
離
宮

樅
の
木
と
画
帖
桂
﹂
前
掲
﹃
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト

1880-1938
N
ature
and

fantasy
﹄︒
最
近
で
は
︑
太
田
隆
士
﹁
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
と
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
﹂

﹃
駿
河
台
大
学
論
集
﹄
四
九
︑
二
〇
一
四
年
︒

ブルーノ・タウトに関する研究の動向（北村）
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⑰

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
沢
良
子
﹁
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
﹃
も
う
一
つ
の
ニ
ッ
ポ

ン
﹄
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
日
本
近
代
文
学
﹄
七
一
︑
二
〇
〇
四
年
を
参
照
︒

⑱

﹁
商
工
省
工
芸
指
導
所
顧
問
と
し
て
の
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の
産
業
工
芸
の
た

め
の
規
範
原
型
論
と
そ
の
実
践
に
関
す
る
指
導
に
つ
い
て
の
研
究
﹂
千
葉
大
学
︑

一
九
九
九
年
︒

⑲

他
に
︑
広
島
大
学
の
杉
本
研
究
室
で
進
め
ら
れ
て
い
る
タ
ウ
ト
の
表
現
主
義
的

著
作
の
分
析
が
注
目
に
値
す
る
︒
代
表
的
な
も
の
と
し
て
︑
赤
木
良
子
の
博
士
論

文
﹁
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
建
築
ス
ケ
ッ
チ
の
デ
ザ
イ
ン
方
法
に

関
す
る
研
究
﹂︵
広
島
大
学
︶︑
二
〇
一
二
年
を
あ
げ
て
お
く
︒

⑳

一
九
九
四
年
と
二
〇
〇
七
年
の
タ
ウ
ト
展
の
図
録
の
ほ
か
︑﹁
日
向
別
邸

ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
﹂﹃
Ｊ
Ａ
﹄
二
九
︑
一
九
九
八
年
︑
沢
良
子
﹁
ブ
ル
ー
ノ
・

タ
ウ
ト
の
熱
海
旧
日
向
別
邸

建
築
手
法
及
び
理
念
か
ら
み
た
位
置
づ
け
﹂

﹃
武
蔵
野
美
術
大
学
研
究
紀
要
﹄
二
八
︑
一
九
九
七
年
な
ど
︒
近
年
で
は
︑
一
般

読
者
に
向
け
て
も
積
極
的
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
藤
森
照
信
﹁
旧
日
向
別
邸
／
ブ

ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
﹂︵
藤
森
照
信
の
﹁
日
本
の
モ
ダ
ン
建
築

二
〇
世
紀
の
名
作

住
宅
﹂
F
ile
2︶﹃
M
odern
Living
﹄
二
二
七
︑
二
〇
一
六
年
︒
生
駒
山
上
住
宅

地
に
つ
い
て
も
︑
堀
田
典
裕
﹃︿
山
林
都
市
﹀

黒
谷
了
太
郎
の
思
想
と
そ
の

展
開
﹄
彰
国
社
︑
二
〇
一
二
年
が
︑
戦
前
の
山
間
に
住
宅
地
を
も
う
け
る
試
み
の

中
で
と
り
あ
げ
て
い
る
︒

㉑
﹃
仙
台
市
博
物
館
調
査
研
究
報
告
﹄
五
︵
特
集
／
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
指
導
の

照
明
器
具
︶︑
一
九
八
四
年
︒

㉒
﹃
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の
工
芸
と
絵
画
﹄
群
馬
県
立
歴
史
博
物
館
︑
一
九
八
九

年
︑﹃
群
馬
県
立
歴
史
博
物
館
所
蔵
資
料
目
録
﹄
一
九
八
六
年
︑
一
〇
八

一
一

九
頁
︒

㉓
﹃
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の
工
芸

ニ
ッ
ポ
ン
に
遺
し
た
デ
ザ
イ
ン
=
T
he

craft
w
orks
of
B
runo
T
aut:T
aut̓s
design
legacy
in
Japan
﹄
庄
子
晃
子

監
修
︑
LIX
IL
出
版
︑
二
〇
一
三
年
︒

㉔
﹃
都
市
の
冠
﹄︵
杉
本
俊
多
訳
︶︑
中
央
公
論
美
術
出
版
︑
二
〇
一
一
年
︑﹃
新
し

い
住
居

つ
く
り
手
と
し
て
の
女
性
﹄︵
斉
藤
理
訳
︶︑
中
央
公
論
美
術
出
版
︑

二
〇
〇
四
年
︑﹃
一
住
宅
﹄︵
斉
藤
理
訳
︶︑
中
央
公
論
美
術
出
版
︑
二
〇
〇
四
年
︒

既
存
の
篠
田
訳
の
復
刻
だ
が
︑
二
〇
〇
八
年
に
﹃
日
本
の
家
屋
と
生
活
﹄
と
﹃
ニ

ッ
ポ
ン
﹄
が
春
秋
社
か
ら
︑﹃
日
本
雑
記
﹄︵﹁
全
集
﹂
第
二
巻
の
タ
ウ
ト
の
エ
ッ

セ
イ
集
︶
が
中
央
公
論
新
社
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
︒

㉕
﹃
タ
ウ
ト
建
築
論
講
義
﹄︵
沢
良
子
監
訳
・
落
合
桃
子
訳
︶︑
鹿
島
出
版
会
︑
二

〇
一
五
年
︒

㉖

田
中
辰
明
︑
柚
本
玲
﹃
建
築
家
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト

人
と
そ
の
時
代
︑
建

築
︑
工
芸
﹄
オ
ー
ム
社
︑
二
〇
一
〇
年
︑
田
中
辰
明
﹃
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト

日
本
美
を
再
発
見
し
た
建
築
家
﹄
中
央
公
論
新
社
︑
二
〇
一
二
年
︑
同
﹃
ブ
ル
ー

ノ
・
タ
ウ
ト
と
建
築
・
芸
術
・
社
会
﹄
東
海
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
四
年
︒
拙
稿

﹁﹃
史
料
﹄
に
住
む

ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
設
計
の
﹃
森
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
﹄﹂

﹃
団
地
再
生
ま
ち
づ
く
り

四

進
む
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
な
団
地
・
ま
ち
づ
く

り
﹄
水
曜
社
︑
二
〇
一
五
年
も
参
照
︒

㉗

沢
前
掲
﹃﹁
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
遺
品
お
よ
び
関
連
資
料
﹂
に
関
す
る
調
査
研

究
﹄︒

㉘
﹃
タ
ウ
ト
が
撮
っ
た
ニ
ッ
ポ
ン
﹄
武
蔵
野
美
術
大
学
出
版
部
︑
二
〇
〇
七
年
︒

㉙

た
と
え
ば
︑
田
中
辰
明
﹃
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト

日
本
美
を
再
発
見
し
た
建

築
家
﹄
の
副
題
が
こ
の
点
を
示
唆
す
る
︒

お

わ

り

に

本
稿
で
は
ド
イ
ツ
本
国
と
日
本
に
お
け
る
タ
ウ
ト
研
究
の
動
向
を
見
て
き

た
︒
ド
イ
ツ
に
お
け
る
タ
ウ
ト
と
日
本
に
お
け
る
タ
ウ
ト
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究

が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
別
個
に
進
ん
で
き
た
︒
近
年
に
な
っ
て
︑
日
本
に
関
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す
る
タ
ウ
ト
の
著
作
の
ド
イ
ツ
語
版
が
出
版
さ
れ
︑
他
方
︑
ド
イ
ツ
に
お
け

る
タ
ウ
ト
の
活
動
が
以
前
よ
り
も
日
本
に
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
二
つ

の
研
究
動
向
の
架
橋
が
試
み
ら
れ
は
じ
め
た
︒
こ
れ
に
ソ
連
や
ト
ル
コ
時
代

の
タ
ウ
ト
に
関
す
る
情
報
が
加
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

第
二
章
で
ド
イ
ツ
本
国
に
お
け
る
研
究
動
向
を
ふ
ま
え
て
︑
社
会
史
的
背

景
を
ふ
ま
え
て
タ
ウ
ト
の
建
築
思
想
や
都
市
論
の
構
想
を
分
析
す
る
こ
と
が

タ
ウ
ト
研
究
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
が
重
要
性
を
も

っ
て
来
る
︒
こ
の
指
摘
と
︑﹁
は
じ
め
に
﹂
で
の
べ
た
第
一
の
問
題
関
心
が

関
連
し
て
く
る
︒
第
一
の
問
題
関
心
は
︑
拙
著
で
明
ら
か
に
し
た
郊
外
に
解

決
を
求
め
る
よ
う
な
︑
住
宅
問
題
解
決
の
方
向
性
の
実
効
性
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
ホ
ル
シ
ュ
テ
ン
や
北
村
が
ジ
ー

ド
ル
ン
グ
の
祭
り
を
手
掛
か
り
に
検
討
し
た
よ
う
に
︑
住
民
は
自
分
た
ち
の

住
ん
で
い
る
空
間
を
自
分
た
ち
の
手
で
作
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に

注
意
を
促
し
た
い
︒﹁
は
じ
め
に
﹂
で
あ
げ
た
当
時
の
住
宅
建
設
を
成
り
立

た
せ
て
い
た
要
因
の
ほ
か
に
︑
住
民
の
側
の
意
向
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ

の
点
を
今
後
も
精
緻
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
が
︑
そ
の
た
め
に
は
タ
ウ
ト

以
外
の
建
築
家
に
よ
る
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
に
も
視
野
を
広
げ
る
と
と
も
に
︑
建

築
時
期
︑
立
地
︑
居
住
す
る
社
会
層
な
ど
に
留
意
し
つ
つ
︑
ベ
ル
リ
ン
に
建

て
ら
れ
た
四
〇
近
い
タ
ウ
ト
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
に
つ
い
て
可
能
な
限
り
社
会

史
的
分
析
を
加
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
分
析
は
︑
一
九
世
紀
以

来
の
住
宅
改
革
構
想
の
実
効
性
を
示
す
の
み
な
ら
ず
︑
タ
ウ
ト
の
建
築
活
動

や
構
想
の
社
会
的
位
相
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
当
時
の
建
築
の

新
し
い
動
向
の
歴
史
的
意
義
を
明
確
に
す
る
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
に
加
え
︑
ソ

連
︑
日
本
︑
ト
ル
コ
で
は
十
分
な
建
築
活
動
は
お
こ
な
っ
て
い
な
い
が
︑
タ

ウ
ト
が
直
面
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
状
況
を
強
く
意
識
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
︒タ

ウ
ト
研
究
の
今
後
の
方
向
性
は
︑
日
本
と
ド
イ
ツ
︑
さ
ら
に
は
ソ
連
や

ト
ル
コ
に
お
け
る
活
動
を
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
の
歴
史
的
背
景
や
タ
ウ
ト
研

究
の
動
向
を
も
ふ
ま
え
て
総
括
的
に
と
ら
え
て
い
く
も
の
に
な
る
︒
ド
イ
ツ

を
離
れ
て
︑
日
本
と
ト
ル
コ
と
い
う
異
郷
の
地
の
文
化
に
誠
実
に
向
き
合
い
︑

﹃
建
築
芸
術
論
﹄
と
い
う
形
で
自
分
の
思
想
を
昇
華
さ
せ
た
タ
ウ
ト
の
全
体

像
を
よ
り
的
確
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
︒
現
在
は
様
々
な
文
化
を
渡
り
歩

い
た
人
物
と
し
て
の
タ
ウ
ト
の
思
想
史
的
研
究
が
国
際
的
に
共
有
で
き
る
課

題
と
い
え
る
の
で
あ
る
︒﹁
は
じ
め
に
﹂
で
あ
げ
た
第
三
の
関
心
に
つ
い
て

も
︑
単
に
日
独
の
交
流
史
・
比
較
史
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
よ
り
広
く
異
文
化
の

交
流
史
の
素
材
と
し
て
タ
ウ
ト
は
格
好
の
も
の
で
あ
る
︒

そ
う
し
た
点
と
関
連
し
て
︑
二
〇
一
〇
年
代
に
な
っ
て
タ
ウ
ト
の
活
動
を

時
期
ご
と
の
断
片
で
は
な
く
︑
時
期
を
こ
え
た
変
化
や
関
連
︑
あ
る
い
は
よ

り
大
き
な
時
代
の
潮
流
の
中
で
位
置
づ
け
る
動
き
が
︑
ド
イ
ツ
以
外
で
み
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒
た
と
え
ば
︑
グ
ラ
ス
ハ

ブルーノ・タウトに関する研究の動向（北村）
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ウ
ス
に
つ
い
て
ニ
ー
ル
セ
ン
が
︑
こ
の
建
物
に
の
み
焦
点
を
合
わ
せ
て
き
た

研
究
動
向
に
対
し
て
︑
建
物
の
依
頼
主
︑
水
晶
宮
以
来
の
ガ
ラ
ス
建
築
の
伝

統
︑
そ
し
て
設
計
の
も
と
と
な
っ
た
と
す
る
オ
オ
オ
ニ
バ
ス
の
デ
ザ
イ
ン
と

し
て
の
歴
史
の
中
に
タ
ウ
ト
の
グ
ラ
ス
ハ
ウ
ス
を
位
置
づ
け
よ
う
と
試
み
て

い
る①
︒
日
本
で
も
長
谷
川
章
が
︑
ド
イ
ツ
の
東
方
に
み
ら
れ
る
円
形
居
住
地

と
馬
蹄
形
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
を
関
連
付
け
る
試
み
を
し
て
い
る
の
を
は
じ
め
︑

タ
ウ
ト
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
や
日
本
文
化
論
を
ド
イ
ツ
社
会
の
伝
統
の
流
れ
の

中
で
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る②
︒
他
方
︑
日
本
で
博
士
号
を
取
得
し
た
ト

ル
コ
人
研
究
者
デ
ュ
ン
ダ
ル
が
︑
タ
ウ
ト
の
思
想
の
時
代
ご
と
の
発
展
を
探

求
す
る
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る③
︒

た
だ
し
︑
こ
う
し
た
研
究
も
ま
だ
一
つ
の
解
釈
・
仮
説
と
い
う
べ
き
段
階

に
と
ど
ま
っ
て
お
り
︑
今
後
こ
う
し
た
関
心
を
実
証
的
に
詰
め
て
い
く
必
要

が
あ
る
︒
こ
う
し
た
点
で
手
掛
か
り
と
な
る
の
は
︑
宮
島
久
雄
の
研
究
で
あ

る④
︒
彼
は
︑
タ
ウ
ト
が
日
本
に
お
い
て
そ
の
活
動
の
中
心
と
せ
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
工
芸
に
関
し
て
︑
ド
イ
ツ
時
代
か
ら
の
彼
の
工
芸
論
も
丹
念
に
た
ど

り
︑
日
本
に
お
け
る
タ
ウ
ト
の
工
芸
活
動
の
特
質
を
検
討
し
て
い
る
︒
こ
れ

は
工
芸
と
い
う
側
面
に
限
定
さ
れ
た
研
究
で
あ
る
が
︑
実
際
に
今
後
の
タ
ウ

ト
研
究
に
必
要
な
の
は
︑
ド
イ
ツ
時
代
か
ら
日
本
を
経
て
ト
ル
コ
に
至
る
彼

の
活
動
に
関
す
る
︑
こ
う
し
た
地
道
な
作
業
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
作
業
の
積

み
重
ね
に
よ
り
︑﹁
は
じ
め
に
﹂
で
の
べ
た
第
二
の
問
題
関
心
で
あ
る
︑
第

一
次
世
界
大
戦
を
挟
ん
だ
建
築
界
の
潮
流
の
変
化
が
︑
具
体
的
に
把
握
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
︒

①

D
avid
N
ielsen,
B
runo
T
aut̓s
design
inspiration
for
the
G
lashaus,

London
2016.
英
語
圏
で
は
︑
Iain
B
oyd
W
hyte,
B
runo
T
aut
and
the

architecture
of
activism
,
C
am
bridge
1982が
︑
タ
ウ
ト
研
究
の
先
駆
的
な

も
の
で
あ
る
︒

②

長
谷
川
章
﹁
ド
イ
ツ
田
園
都
市
の
研
究
︵
そ
の
一
三
︶
ス
ラ
ヴ
民
族
主
義
か
ら

み
た
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の
田
園
都
市
の
本
質
﹂﹃
東
京
造
形
大
学
研
究
報
﹄
一

三
︑
二
〇
一
二
年
︑
同
﹁
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
﹃
画
帖
桂
﹄
の
美
学

書
画
同

体
論
と
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
の
全
体
性
の
美
学
﹂﹃
東
京
造
形
大
学
研
究
報
﹄

一
四
︑
二
〇
一
三
年
︑
同
﹁
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
﹃
日
向
別
邸
﹄
と
日
本
近
代
工

芸

﹁
民
﹂
の
時
代
と
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
の
世
界
観
﹃
東
京
造
形
大
学
研
究

報
﹄
一
五
︑
二
〇
一
四
年
︒

③

M
urat
D
ündar,
A
study
on
B
runo
T
aut̓s
w
ay
of
thought.
T
aut̓s

philosophy
of
architecture,LA
P
Lam
bert
A
cadem
ic
Publishing,2011.

④

宮
島
久
雄
﹁
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
と
日
本
の
工
芸
﹂
懐
徳
堂
記
念
会
編
前
掲
書
︒

︵
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
︶
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